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1　

は
じ
め
に　

フ
ァ
ウ
ス
ト
の
挿
絵
の
歴
史

ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
「
夜
」
は
次
の
よ
う
な
場
面
描
写
か
ら
始

ま
る
。

「
天
井
の
高
い
、
狭
苦
し
い
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
部
屋
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
、
卓

に
向
か
い
肘
掛
椅
子
に
坐
し
て
落
ち
着
か
ぬ
さ
ま
。」1 
フ
ァ
ウ
ス
ト
の

長
い
独
白
の
後
、
書
を
開
き
大
宇
宙
の
標
を
見
る
。
そ
し
て
、
次
の
ペ
ー

ジ
を
め
く
る
と
地
霊
の
印
を
見
て
、
地
霊
の
呪
文
を
唱
え
る
と
恐
ろ
し
い

地
霊
の
姿
が
現
れ
る
2
。
こ
の
場
面
の
執
筆
に
際
し
て
、
ゲ
ー
テ
が
レ
ン

ブ
ラ
ン
ト
の
《
錬
金
術
師
（
フ
ァ
ウ
ス
ト
）》（fig. 1

）
を
手
本
と
し
て
い
る

こ
と
は
疑
い
よ
う
も
な
い
。
ゲ
ー
テ
自
身
、
本
作
品
を
大
公
カ
ー
ル
・
ア

ウ
グ
ス
ト
か
ら
一
七
八
〇
年
頃
に
入
手
し
て
お
り
3
、
そ
の
現
物
が
ヴ
ァ

イ
マ
ル
版
画
素
描
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
残
さ
れ
て
い
る
4
。
本
作
品
は
、
十

ペ
ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
よ
る

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
連
作
に
つ
い
て

fig.1 レンブラント《錬金術師（ファウスト）》 
1652年頃、エッチング
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七
世
紀
に
は
ま
だ
「
実
験
中
の
錬
金
術
師
」
と
い
う
題
名
で
知
ら
れ
て
い

る
だ
け
で
あ
っ
た
が
、
一
七
五
一
年
に
は
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
」
と
い
う

名
前
が
付
け
ら
れ
て
パ
リ
の
ジ
ェ
ル
サ
ン
画
廊
で
売
り
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
5
、
ゲ
ー
テ
の
時
代
に
は
広
く
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
作
品
の
室
内
に
目
を
向
け

る
と
、
暗
い
ゴ
シ
ッ
ク
風
の
室
内
が
舞
台
と
な
り
、
大
き
な
窓
か
ら
光
が

差
し
込
ん
で
い
る
の
が
わ
か
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
眼
前
に
は
光
り
輝
く
円

盤
が
宙
に
浮
か
び
、
守
護
天
使
の
手
だ
け
が
光
の
盤
を
意
味
あ
り
げ
に
指

差
し
て
い
る
。
ま
さ
に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
版
画
は
、
ゲ
ー
テ
が
目
指
し
た

世
界
観
に
近
い
と
言
え
よ
う
。 

実
際
に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
、
本
作
を
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
と
し
て
表
し
た

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ド
イ
ツ
の
フ
ァ
ウ
ス

ト
伝
説
を
元
に
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
劇
作
家
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
マ
ー
ロ
ウ

（1564-1593

）
の
戯
曲
『
フ
ォ
ー
ス
タ
ス
博
士
』
の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
が
一

六
〇
四
年
に
出
版
さ
れ
6
、
一
六
五
〇
年
に
は
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
フ
ァ

ウ
ス
ト
劇
が
上
演
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
7
、
こ
の
戯
曲
の
一
場
面
を
レ

ン
ブ
ラ
ン
ト
が
視
覚
化
し
た
可
能
性
は
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
戯
曲
に

は
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
「
私
の
目
の
前
の
明
る
い
光
は
一
体
な
ん
だ
？
」
と

問
う
と
、
守
護
天
使
が
「
目
を
覚
ま
せ
フ
ァ
ウ
ス
ト
。
悪
魔
は
す
で
に
お

前
を
騙
し
て
い
る
」
と
答
え
る
場
面
が
あ
る
か
ら
だ
8
。
し
か
し
、
レ
ン

ブ
ラ
ン
ト
作
品
の
本
来
の
意
味
は
、
い
ま
だ
に
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
と

り
わ
け
光
の
標
に
記
さ
れ
た
文
字
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
様
々
な
意
見

が
出
さ
れ
て
お
り
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ゲ
ー
テ
は
も
ち
ろ
ん
、
レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
作
品
の
謎
め
い
た
イ
コ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
に
つ
い
て
は
知
る
由
も
な

く
、
当
時
の
通
称
通
り
「
フ
ァ
ウ
ス
ト
博
士
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と

す
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
が
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
作
品
を
フ
ァ
ウ
ス
ト

博
士
と
し
て
認
め
て
い
た
証
拠
に
、
一
七
八
八
年
、
ヨ
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
リ
プ
ス
（1758-1817

）
に
こ
の
作
品
を
元
に
し
た
版
画
作
品
を
依

頼
し
て
い
る
9
。
リ
プ
ス
は
ゲ
ー
テ
が
高
く
評
価
し
て
い
た
版
画
家
で
、

彼
が
制
作
し
た
《
フ
ァ
ウ
ス
ト
》（fig. 2

）
は
、
一
七
九
〇
年
に
出
版
さ
れ

fig.2 ヨハン・ハインリヒ・リプス《ファウスト》『ゲーテ全集』第
7巻、扉絵、1790年、エッチング
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た
『
ゲ
ー
テ
全
集
』
第
七
巻
の
扉
絵
に
使
用
さ
れ
た
。
こ
の
巻
に
は
「
フ

ァ
ウ
ス
ト
、
断
片
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

後
に
は
、
ゲ
ー
テ
自
身
も
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
素
描
を
描
く
。
い
く
つ
か
あ

る
素
描
の
う
ち
、
最
も
有
名
な
の
は
や
は
り
「
夜
」
の
場
面
を
表
し
た
《
地

霊
の
出
現
》（fig. 3

）
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
作
品
と
は
異

な
り
、
古
代
的
な
神
の
姿
の
顔
つ
き
が
は
っ
き
り
と
与
え
ら
れ
て
い
る
。

強
い
光
を
放
出
す
る
そ
の
顔
に
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
向
き
合
う
の
で
は
な
く
、

顔
を
背
け
て
い
る
。
つ
ま
り
ゲ
ー
テ
は
自
分
の
テ
キ
ス
ト
の
次
の
場
面
を

視
覚
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

霊
「
お
れ
を
呼
ん
だ
の
は
誰
だ
。」

フ
ァ
ウ
ス
ト
（
面
を
そ
む
け
て
）「
恐
ろ
し
い
姿
だ
。」

霊
「
お
前
は
お
れ
を
強
い
力
で
惹
き
つ
け
、
長
い
間
お
れ
の
領
分

に
吸
い
付
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
今
―
」

フ
ァ
ウ
ス
ト
「
お
お
叶
わ
ん
、
お
前
を
見
る
こ
と
は
堪
え
ら
れ
な

い
。」10

　

…
…

霊
「
な
ん
だ
お
れ
の
息
に
吹
き
ま
く
ら
れ
て
、
命
の
底
か
ら
す
っ

か
り
震
え
あ
が
り
、
お
ど
お
ど
と
身
を
く
ね
ら
せ
て
逃
げ
腰
に
な

っ
て
い
る
虫
が
お
前
な
の
か
。」

フ
ァ
ウ
ス
ト
「
焔
の
姿
の
お
前
な
ど
に
、
た
じ
ろ
い
で
な
る
も
の

か
。」11

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
通
り
、
焔
で
光
る
地
霊
に
背
き
つ
つ
も
、
フ
ァ
ウ
ス

ト
の
顔
に
は
強
い
意
志
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
が
一
八
一
〇
年
頃
に

こ
の
素
描
を
完
成
さ
せ
て
い
た
と
す
る
な
ら
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
版
画
を

手
本
に
、「
夜
」
の
場
面
で
書
斎
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
姿
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
は
っ
き
り
と
固
ま
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
ゲ
ー
テ
は
し
か
し
、
次
に

見
て
い
く
ペ
ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
素
描
に
対
し
て
、
自
分
の
イ
メ

ー
ジ
を
押
し
付
け
る
こ
と
な
く
、
若
い
芸
術
家
の
想
像
力
を
賞
賛
す
る
の

で
あ
っ
た
。

fig.3 ゲーテ《地霊の出現》1810/12-1819年、紙、
鉛筆、ヴァイマル古典財団
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2　

ペ
ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
よ
る
古
ド
イ
ツ
の
再
発
見　

ゲ
ー
テ
か
ら
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
宛
て
た
手
紙
（
一
八
一
一
年
五
月
八
日
）

に
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
素
描
連
作
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。

「
ボ
ワ
ス
レ
ー
氏
か
ら
届
け
ら
れ
た
素
描
で
す
が
、
実
に
好
ま
し
い
こ

と
に
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
親
愛
な
る
コ
ル
ネ

リ
ウ
ス
さ
ん
、
私
が
あ
な
た
の
作
品
を
目
に
し
な
く
な
っ
て
か
ら
と
い
う

も
の
、
あ
な
た
が
ど
れ
だ
け
の
進
歩
を
成
し
遂
げ
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

場
面
は
よ
く
選
ば
れ
て
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
描
写
も
適
切
に
考
案
さ
れ

て
お
り
、
機
知
に
富
ん
だ
扱
い
方
に
は
全
体
に
お
い
て
も
個
々
に
お
い
て

も
感
嘆
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。」12

ゲ
ー
テ
が
こ
の
賞
賛
に
満
ち
た
手
紙
を
書
い
た
の
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス

が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
最
初
に
完
成
さ
せ
た
五
枚
の
素
描
を
受
け
取
っ
た

後
で
あ
る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
ロ
ー
マ
に
移
住
し
た
後
も
制
作
は
続
け
ら

れ
、
素
描
は
最
終
的
に
は
十
二
枚
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
時
点
か
ら
は
ま

だ
数
年
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
の
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

素
描
は
そ
の
成
立
時
か
ら
、「
ド
イ
ツ
的
」
か
つ
「
中
世
的
な
」
新
し
さ
が

見
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
新
し
い
傾
向
は
、
芸
術
愛
好
家
や
若
い
芸
術
家
た

ち
に
、
時
に
は
熱
狂
的
な
賞
賛
を
持
っ
て
注
目
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ

の
素
描
連
作
を
契
機
に
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
名
前
が
多
く
の
人
々
に
知
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
若
い
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に
と
っ
て
一
つ
の
出
発

点
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
後
、
一
八
一
二
年
二
月
二
十
八
日
に
コ

ル
ネ
リ
ウ
ス
は
ロ
ー
マ
で
ナ
ザ
レ
派
に
合
流
し
、
彼
の
活
躍
と
名
声
は
さ

ら
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
13
。
合
計
十
二
枚
の
連
作
素
描
は
、
ど
れ
も
大
型

の
白
い
紙
に
灰
色
の
イ
ン
ク
で
表
さ
れ
、
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
制
作

さ
れ
た
。《
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
地
下
酒
場
》（fig. 4

）
が
、

一
番
最
初
の
素
描
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
素
描
の
考
察
に
入
る
前

に
、
ま
ず
は
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
生
涯
と
彼
の
芸
術
の
特
徴
に
つ
い
て
見
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
生
ま
れ
た
ペ
ー
タ
ー
・
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
デ

ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
講
師
だ
っ
た
父
と
兄
か
ら
最
初
の

fig.4 ペーター・コルネリウス《ライプツィヒ、アウエルバッ
ハの地下酒場》1810年、紙、ペン、シュテーデル美術館、
フランクフルト・アム・マイン
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美
術
教
育
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
一
七
九
八
年
か
ら
一
八
〇
五
年
に
か
け

て
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
で
学
び
、
一
八
〇
三
年
か
ら
一

八
〇
五
年
に
は
ゲ
ー
テ
が
ヨ
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
イ
ヤ
ー
と
創
設

し
た
「
ヴ
ァ
イ
マ
ル
芸
術
友
の
会
」
の
懸
賞
に
繰
り
返
し
応
募
し
て
い
る
。

し
か
し
、
一
八
〇
三
年
か
ら
一
八
〇
五
年
ま
で
三
年
連
続
で
応
募
し
た
も

の
の
芳
し
い
成
果
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
14
。
ゲ
ー
テ
が
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
に

宛
て
た
手
紙
に
「
あ
な
た
の
作
品
を
目
に
し
な
く
な
っ
て
か
ら
と
い
う
も

の
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
賞
は
逃
し
た
も
の
の
、
懸
賞
に
応
募
し
て

い
た
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
を
覚
え
て
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
一
八
〇
九
年
に
二
十
六
歳
で
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ

か
ら
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
移
る
と
、
ロ
ー
マ
に
旅
立
つ
ま
で
の
二
年
間
を

そ
こ
で
過
ご
し
て
い
る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
滞
在
中
に

制
作
し
た
《
聖
家
族
》（fig. 5

）
に
お
い
て
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
素
描
連
作
以

前
に
、
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
的
な
画
面
構
成
か
ら
離
れ
、
す
で
に
中
世
美

術
へ
の
転
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
・
ビ
ュ

ッ
ト
ナ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
こ
の
作
品
で
初
め

て
、
意
識
的
に
古
ド
イ
ツ
の
美
術
、
す
な
わ
ち
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
様
式
に
立

ち
返
っ
て
い
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
木
版
画
《
天
使
た
ち
に
囲
ま
れ
る
聖
家

族
》（fig. 6

）
と
木
版
画
連
作
「
聖
母
伝
」
の
最
後
の
一
枚
《
聖
母
の
賛
美
》

（c. 1501-1502

）
が
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
ソ
ー
ス
と
な
っ
て
い
る
。

fig.5 ペーター・コルネリウス《聖家族》1810-11年、
カンヴァス、油彩、シュテーデル美術館、フ
ランクフルト・アム・マイン

fig.6 アルブレヒト・デューラー《天使たちに囲ま
れる聖家族》1503-04年、木版画
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一
方
で
、
マ
リ
ア
の
膝
の
上
に
立
つ
幼
子
イ
エ
ス
と
ハ
ー
プ
を
演
奏
す
る

天
使
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
ラ

フ
ァ
エ
ッ
ロ
か
ら
の
影
響
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
何
の
作
品
で
あ
る
の

か
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
驚
く
べ
き
は
、
こ
の
時
点
で
コ
ル
ネ
リ

ウ
ス
は
ロ
ー
マ
の
ナ
ザ
レ
派
と
合
流
し
て
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
ま
る

で
ナ
ザ
レ
派
の
作
品
と
見
間
違
え
る
よ
う
な
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
的
要
素
と
ラ

フ
ァ
エ
ッ
ロ
的
要
素
を
う
ま
く
融
合
さ
せ
た
作
品
を
完
成
さ
せ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
一
体
ど
う
や
っ
て
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
古
典
主
義
か

ら
離
れ
、
古
ド
イ
ツ
や
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
様
式
を
学
び
、
取
り

入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
転
換
点
の
一
つ
と
し
て
、
古
美
術

収
集
家
の
ヨ
ハ
ン
・
ズ
ル
ピ
ツ
・
ボ
ワ
ス
レ
ー
（1783-1854

）
と
ヨ
ハ

ン
・
バ
プ
テ
ィ
ス
ト
・
ベ
ル
ト
ラ
ム
（1776-1841

）
が
一
八
〇
三
年
の
夏

に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
ア
ト
リ
エ
を
訪
問
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
ボ
ワ

ス
レ
ー
と
ベ
ル
ト
ラ
ム
が
作
り
上
げ
た
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
後
に
紹
介
す
る
）。

こ
の
出
来
事
に
加
え
て
、
ビ
ュ
ッ
ト
ナ
ー
は
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ

ー
ゲ
ル
の
芸
術
論
に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
触
れ
た
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し

て
い
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
新
し
い
芸
術
論
を
展
開
す
る
場
と
し
て
一

八
〇
三
年
に
雑
誌
『
オ
イ
ロ
ー
パ
』
を
創
刊
し
た
。
こ
こ
で
の
一
連
の
芸

術
論
は
、
ゲ
ー
テ
や
ヨ
ハ
ン
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
イ
ヤ
ー
ら
が
『
プ
ロ
ピ

ュ
レ
ー
ン
』
で
擁
護
し
て
い
た
古
代
模
倣
を
第
一
と
す
る
古
典
主
義
的
な

芸
術
論
に
反
駁
す
る
も
の
で
、
美
術
界
に
強
い
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
改

め
て
言
う
ま
で
も
な
い
15
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、『
オ
イ
ロ
ー
パ
』
の
な

か
で
、
彼
が
意
見
を
異
に
す
る
ヴ
ァ
イ
マ
ル
芸
術
友
の
会
の
『
プ
ロ
ピ
ュ

レ
ー
ン
』（
一
七
九
八
年
）
に
掲
載
さ
れ
た
マ
イ
ヤ
ー
の
論
文
「
美
術
の
主

題
に
つ
い
て
」
に
対
し
て
明
ら
か
な
批
判
を
試
み
た
。
マ
イ
ヤ
ー
が
重
視

し
な
か
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
主
題
は
ま
だ
ま
だ
使
い
尽
く
さ
れ
て
い
な
い

と
し
た
上
で
、
こ
れ
か
ら
の
芸
術
の
方
向
と
し
て
ペ
ル
ジ
ー
ノ
や
レ
オ
ナ

ル
ド
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
勧
め
た
の
で
あ
る
16
。
さ

ら
に
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
「
絵
画
記
述
」G

em
äldebeschreibungen

の
第

一
補
遺
に
お
い
て
独
自
の
絵
画
理
論
を
打
ち
立
て
る
。
そ
れ
は
、「
過
去

の
画
派
の
偉
大
な
様
式
に
立
ち
返
る
こ
と
」17

が
こ
れ
か
ら
の
美
術
に
助

け
と
な
る
と
し
た
上
で
「
絵
画
は
古
代
の
手
本
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
」

だ
と
い
う
主
張
で
あ
っ
た

18
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
、
ア
カ
デ
ミ

ッ
ク
な
古
典
主
義
に
反
し
て
「
ロ
マ
ン
主
義
」
と
呼
ん
だ
、
中
世
に
立
ち

返
る
想
像
力
豊
か
な
世
界
を
新
し
い
時
代
の
芸
術
の
指
針
で
あ
る
と
示
し

た
こ
と
に
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
大
き
く
影
響
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

荒
井
訓
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
観
は
、
ヴ
ァ
ッ

ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
の
『
芸
術
を
愛
す
る
一
修
道
僧
の
真
情
の
披
歴
』（
一
七
九

七
年
）
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
新
し
い
地
平
を
さ
ら
に
展
開
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
つ
ま
り
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
復
興
す
べ
き
も
の
の
対
象
と
し
た
の

は
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
ン
ロ
ー
ダ
ー
の
著
作
の
な
か
で
称
賛
さ
れ
て
い
た
イ
タ
リ

ア
と
ド
イ
ツ
の
「
古
絵
画
」
な
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
中
頃
ま
の
で
絵
画

以
降
の
美
術
の
展
開
を
錯
誤
の
歴
史
と
み
な
し
、
真
に
絵
画
的
な
も
の
を

こ
の
古
絵
画
に
探
ろ
う
と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ

ば
、
近
代
の
芸
術
は
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
ジ
ョ
ッ
ト
、
ド
イ
ツ
と
オ
ラ
ン
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ダ
に
お
い
て
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
と
い
っ
た
先
行
者
た
ち
と
と
も

に
「
キ
リ
ス
ト
教
芸
術
の
新
し
い
朝
の
太
陽
」19
が
登
り
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ

ロ
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
頂
点
に
達
し
た
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ

以
降
を
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
堕
落
の
歴
史
と
み
な
し
、
十
八
世
紀
に
お
い
て

絵
画
は
完
全
に
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
と
断
じ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ

ェ
ロ
と
彼
に
追
随
す
る
マ
ニ
エ
リ
ス
ト
た
ち
か
ら
芸
術
の
堕
落
が
始
ま
っ

た
と
批
判
し
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
に
お
い
て
も
後
期
で
は
な
く
「
初
期
」
の

ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
こ
そ
が
学
ぶ
べ
き
手
本
な
の
だ
と
主
張
し
た
。
シ
ュ
レ
ー

ゲ
ル
の
時
代
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は
古
典
主
義
者
た
ち
に
と
っ
て
も
古
代
の

「
理
想
的
美
」20
を
表
現
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
賛
美
さ
れ
て
い
た
が
、
シ

ュ
レ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
参
照
す
べ
き
は
限
ら
れ
て
い
る
作
品
の
み
で
あ

り
、
ラ
フ
ァ
エ
ロ
の
本
質
は
「
古
典
的
理
想
美
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
と

言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
初
期
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
こ
そ
が
「
古
い
画
派
に
最
も
結

び
つ
い
て
い
る
」21
か
ら
で
あ
っ
て
、
ジ
ョ
ッ
ト
か
ら
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
、

ベ
リ
ー
ニ
、
師
の
ペ
ル
ジ
ー
ノ
に
至
る
ま
で
、
い
わ
ゆ
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ー

ヴ
ォ
の
画
家
た
ち
の
真
価
が
今
こ
そ
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
唱
え
た
の

で
あ
る
22
。
ま
た
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
自
身
も
、
ゴ
シ
ッ
ク
や
古
ド
イ
ツ
絵

画
へ
の
さ
ら
な
る
興
味
を
ボ
ワ
ス
レ
ー
兄
弟
と
の
交
流
の
中
で
深
め
て
い

っ
た
。
ビ
ュ
ッ
ト
ナ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
シ
ュ
レ

ー
ゲ
ル
の
芸
術
理
論
に
触
れ
た
の
は
ボ
ワ
ス
レ
ー
兄
弟
を
通
し
て
で
あ
っ

た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
。

こ
う
し
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
芸
術
理
論
が
、
ウ
ィ
ー
ン
で
結
成
さ
れ
た

聖
ル
カ
兄
弟
団
に
与
え
た
影
響
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
い

が
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
も
ま
た
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
お
い
て
強
く
シ
ュ

レ
ー
ゲ
ル
に
感
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
つ
ま
り
、
ウ
ィ
ー
ン

と
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
お
い
て
同
時
期
に
、
古
絵
画
を
目
指
す
画
家
た

ち
が
活
躍
し
始
め
て
い
た
と
い
う
事
実
は
、
聖
ル
カ
兄
弟
団
が
拠
点
を
移

し
た
ロ
ー
マ
に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
引
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
偶
然
が
生

み
出
し
た
必
然
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
だ
。
こ
の
ウ
ィ
ー
ン
と
デ

ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
に
お
け
る
並
行
現
象
と
い
う
観
点
に
お
い
て
、
両
都
市

に
お
け
る
古
ド
イ
ツ
絵
画
の
美
術
体
験
も
重
要
で
あ
る
。
ウ
ィ
ー
ン
の
ア

カ
デ
ミ
ー
で
勉
強
を
始
め
た
ば
か
り
の
フ
ラ
ン
ツ
・
プ
フ
ォ
ル
が
、
一
八

〇
六
年
に
再
開
さ
れ
た
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
宮
殿
の
皇
帝
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
・
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
と
訪
れ
、
突
如
と
し
て
古
ド
イ
ツ
絵

画
に
目
覚
め
た
よ
う
に
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
ボ
ワ

ス
レ
ー
の
兄
弟
の
美
術
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
ケ
ル
ン
大
聖
堂
の
シ
ュ
テ
フ
ァ

ン
・
ロ
ホ
ナ
ー
の
祭
壇
画
の
前
で
、
プ
フ
ォ
ル
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
体
験

を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
ボ
ワ
ス
レ
ー
兄
弟
の
中
世
絵

画
コ
レ
ク
シ
ョ
に
触
れ
る
こ
と
で
、
古
ド
イ
ツ
美
術
に
目
を
開
か
れ
た
。

ボ
ワ
ス
レ
ー
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
ヨ
ハ
ン
・
ネ
ポ
ム
ク
・
シ
ュ
ト
リ
ク

ス
ナ
ー
に
よ
っ
て
一
八
二
〇
年
か
ら
二
三
年
に
か
け
て
リ
ト
グ
ラ
フ
出
版

さ
れ
、
そ
の
評
判
は
広
が
っ
て
い
っ
た
23
。
こ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
現

在
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
ア
ル
テ
・
ピ
ナ
コ
テ
ー
ク
に
所
蔵
さ
れ
る
ケ
ル
ン
派

や
聖
ヴ
ェ
ロ
ニ
カ
の
画
家
、
あ
る
い
は
ロ
ヒ
ー
ル
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
・
ウ

ェ
イ
デ
ン
（
当
時
は
ヤ
ン
・
フ
ァ
ン
・
エ
イ
ク
に
帰
属
）
の
《
三
王
礼
拝
》
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な
ど
の
初
期
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
絵
画
を
多
数
含
む
他
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ

る
聖
人
像
、
ル
カ
ス
・
ク
ラ
ー
ナ
ハ
も
含
む
驚
く
べ
き
名
作
を
有
し
て
い

た
24
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
ウ
ィ
ー
ン
の
プ
フ
ォ
ル
た
ち
よ
り
も
、
質
量

と
も
に
凌
駕
す
る
作
品
群
を
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
体
験
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
あ
る
。

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
一
八
一
一
年
八
月
末
に
、
画
家
で
友
人
の
ク
リ
ス
テ

ィ
ア
ン
・
ク
セ
ラ
ー
（1784-1872
）
と
共
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
を
発
つ
と
、

十
月
十
四
日
に
ロ
ー
マ
に
入
り
、
一
八
一
二
年
二
月
二
十
八
日
、
聖
ル
カ

兄
弟
団
に
加
入
す
る
。
一
八
一
二
年
に
プ
フ
ォ
ル
が
亡
く
な
る
と
、
聖
ル

カ
兄
弟
団
は
重
要
な
柱
を
失
い
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は
意
気
消
沈
す
る
も

の
の
、
彼
よ
り
六
歳
年
上
だ
っ
た
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
持
ち
前
の
明
る
い
人

柄
で
彼
を
支
え
た
。
ナ
ザ
レ
派
の
出
世
作
と
な
っ
た
バ
ル
ト
ル
デ
ィ
邸
の

フ
レ
ス
コ
画
連
作
を
描
く
き
っ
か
け
も
作
っ
た
の
は
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
で
あ

っ
た
。
プ
フ
ォ
ル
の
死
後
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
と
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
が
お

互
い
に
相
手
の
姿
を
一
枚
の
紙
に
描
い
た
《
二
重
肖
像
画
》（fig. 7

）
が
示

す
通
り
、
こ
の
二
人
が
聖
ル
カ
兄
弟
団
の
新
し
い
両
輪
と
な
る
。
ナ
ザ
レ

派
と
し
て
の
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
活
躍
は
目
覚
ま
し
く
、
ド
イ
ツ
で
の
評
判
も

高
ま
る
と
、
一
八
一
九
年
に
は
デ
ュ
セ
ル
ド
ル
フ
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
校

長
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
ロ
ー
マ
で
親
し
く
な
っ
た
ル
ー
ト
ヴ

ィ
ヒ
一
世
か
ら
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
に
招
か
れ
る
と
、
一
八
二
五
年
に
は
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
美
術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
運
営
も
任
さ
れ
た
上
、
貴
族
に
列
せ
ら
れ
る
厚

遇
を
受
け
た
。

3　

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
と
デ
ュ
ー
ラ
ー

コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
連
作
素
描
が
、
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ

と
し
て
出
版
さ
れ
る
の
は
、
一
八
一
六
年
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
ロ
ー
マ

滞
在
中
で
あ
っ
た
。
こ
の
エ
ン
グ
レ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
は
ロ
ー
マ
の
聖
ル
カ

兄
弟
団
と
近
し
か
っ
た
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ル
ッ
シ
ェ
ヴ
ァ
イ
（1785-

1846

）
に
よ
っ
て
正
確
に
版
刻
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
こ
の
版
画

連
作
に
つ
い
て
は
で
は
な
く
、
表
紙
絵
以
外
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
コ
ル
ネ
リ

ウ
ス
の
下
絵
素
描
か
ら
彼
の
芸
術
の
特
質
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ

う
。
合
計
十
二
枚
の
素
描
は
、
例
外
な
く
大
型
の
白
い
紙
に
灰
色
の
イ
ン

ク
で
、
三
つ
の
時
期
に
分
け
て
次
の
よ
う
な
順
番
で
制
作
さ
れ
た
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
。
一
八
一
〇
年
終
わ
り
か
ら
一
八
一
一
年
初
め
に
か
け
て

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
制
作
さ
れ
、
ボ
ワ
ス
レ
ー
が
一
八
一
一
年
五
月
に
ゲ

fig.7 フリードリヒ・オーヴァーベッ
ク／ペーター・コルネリウス
《二重肖像画》1812年、紙、鉛筆、
ペン、個人蔵
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ー
テ
に
見
せ
た
も
の
が
最
初
の
五
枚
で
あ
る
。

⒋
《
ア
ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
地
下
酒
場
》　

⒌
《
教
会
の
出
口
で
》 　

⒍
《
庭
園
の
散
歩
》 　

⒑
《
ヴ
ァ
ル
ブ
ル
ギ
ス
の
夜
―
ブ
ロ
ッ
ケ

ン
へ
の
道
》　 

⒒
《
刑
場
で
の
出
現
》

続
け
て
二
枚
が
一
八
一
一
年
夏
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
で
素
描
、
あ
る
い

は
計
画
さ
れ
る
。

⒎
《
悲
し
み
の
聖
母
の
前
の
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
》　

⒐
《
大
聖
堂
の

場
面
》

一
八
一
一
年
十
月
十
四
日
ロ
ー
マ
に
到
着
し
た
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
す

ぐ
に
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
素
描
に
取
り
掛
か
る
こ
と
は
な
く
、
新
た
に
叙
事
詩

「
ニ
ー
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
」
の
連
作
素
描
を
始
め
て
い
る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ

ス
が
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
素
描
に
戻
る
の
は
、
こ
の
素
描
連
作
が
エ
ン
グ
レ
ー

ヴ
ィ
ン
グ
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
が
計
画
さ
れ
て
か
ら
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
一
八
一
四
年
の
終
わ
り
か
ら
一
八
一
六
年
か
け
て
制
作
さ
れ

た
の
は
次
の
五
枚
と
な
る
。

⒈
《
ア
ラ
ベ
ス
ク
表
題
紙
》　 

⒉
《
舞
台
の
前
曲
》 　

⒏
《
ヴ
ァ
レ

ン
テ
ィ
ー
ン
の
死
》 　

⒓
《
牢
獄
の
場
面
》　 

⒊
《
イ
ー
ス
タ
ー
の

散
歩
、
市
門
の
前
》 

　

し
か
し
、
本
稿
で
は
連
作
十
二
点
全
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
せ
ず
に
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
様
式
を
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
て
い
っ

た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
新
し
さ
を

も
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
か
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
は
、

ゾ
ン
ナ
ー
ベ
ン
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
一
番
最
初
に
制
作
さ
れ
た
《
ア

ウ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
地
下
酒
場
》（fig. 8

）
の
左
端
の
酒
飲
み
の
太
っ
た
男
が
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
親
友
《
ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
肖
像
》（fig. 9

）
を
戯
画
化
し
た

fig.8 ペーター・コルネリウス《ア
ウエルバッハの地下酒場》
（部分）1810年、紙、ペン、シ
ュテーデル美術館、フラン
クフルト・アム・マイン

fig.9 アルブレヒト・デューラー
《ピルクハイマーの肖像》

1524年、エングレーヴィン
グ
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も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
25
。
ま
た
、《
庭
の
散
歩
》（fig. 10

）

の
手
本
と
し
て
、
ゾ
ン
ナ
ー
ベ
ン
ト
は
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
銅
版
画
《
散
歩
》

（fig. 11

）
を
挙
げ
る
。
こ
の
比
較
か
ら
、
衣
装
の
細
部
に
至
る
観
察
の
成

果
だ
け
で
な
く
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
作
品
で
常
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
た

身
体
と
衣
装
の
関
係
に
も
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
注
目
し
て
い
た
こ
と
が
見
て

取
れ
る
。
衣
を
後
ろ
に
引
き
ず
る
女
性
の
姿
だ
け
で
な
く
、
男
性
の
帽
子

に
つ
け
ら
れ
た
揺
れ
る
よ
う
な
羽
飾
り
に
加
え
、
男
性
が
女
性
を
見
つ

め
る
そ
の
眼
差
し
な
ど
に
も
親
近
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
（fig. 12

）。
コ
ル

fig.10 ペーター・コルネリウス《庭の散歩》1810-11年、紙、ペン、シュテーデ
ル美術館、フランクフルト・アム・マイン

fig.11 アルブレヒト・デューラー
《散歩》1498年頃、エングレ
ーヴィング

fig.12 ペーター・コルネリウス《庭の
散歩》（部分）1810-11年、紙、ペ
ン、シュテーデル美術館、フラ
ンクフルト・アム・マイン
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ネ
リ
ウ
ス
の
目
に
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
長
い
こ
と
支
配
的
で
あ
っ
た
、

時
代
を
超
越
す
る
古
代
的
な
理
想
的
裸
体
表
現
と
比
べ
て
、
こ
う
し
た
衣

装
の
表
現
や
男
性
の
眼
差
し
が
魅
力
的
に
映
っ
た
に
違
い
な
い
26
。
さ
ら

に
ゾ
ン
ナ
ー
ベ
ン
ト
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
版
画
だ
け

で
は
な
く
、
素
描
を
見
た
可
能
性
に
も
言
及
す
る
。《
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
女
性
》（fig. 13

）
に
お
け
る
左
の
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
着
方
が
、《
庭
の
散
歩
》
に
お
け
る
マ
ル
テ
の

衣
装
（fig. 12

）
と
類
似
す
る
だ
け
で

な
く
、
と
り
わ
け
腕
に
か
け
た
引
き

裾
の
描
き
方
な
ど
に
デ
ュ
ー
ラ
ー
の

特
徴
が
現
れ
て
い
る
と
言
う
。
こ
の

作
品
以
上
に
本
作
と
近
し
い
手
本
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
こ
と

か
ら
、
ゾ
ン
ナ
ー
ベ
ン
ト
は
コ
ル
ネ

リ
ウ
ス
が
こ
の
素
描
を
見
た
可
能
性

が
高
い
と
す
る
推
論
に
た
ど
り
着
い

た
27
。
ま
た
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
手

本
と
し
た
の
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
だ
け

で
な
い
。《
ラ
ー
ベ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

城
の
出
現
》（fig. 14

）
に
は
、
ラ
フ

ァ
エ
ッ
ロ
の
《
神
殿
か
ら
放
逐
さ
れ

る
ヘ
リ
オ
ド
ロ
ス
》（fig. 15

）
か
ら

の
引
用
が
認
め
ら
れ
る
。
コ
ル
ネ
リ

fig.14 ペーター・コルネリウス《ラーベンシュタイン城の出
現》1811年、紙、ペン、シュテーデル美術館、フランク
フルト・アム・マイン

fig.13 アルブレヒト・デュー
ラー《ニュルンベルク
とヴェネツィアの女
性》1495年、紙、ペン、
シュテーデル美術館、
フランクフルト・アム・
マイン

fig.15 ラファエッロ《神殿から放逐されるヘリオドロス》（部
分）1511-12年、フレスコ、ヴァチカン美術館
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ウ
ス
が
、
ロ
ー
マ
到
着
以
前
に
す
で
に
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
壁

画
か
ら
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
は
驚
か
さ
れ
る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
、
シ

ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
に
従
っ
て
「
初
期
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
」
を
学
ぼ
う
と
し

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
《
神
殿
か
ら
放
逐
さ
れ
る
ヘ

リ
オ
ド
ロ
ス
》
は
、
そ
の
激
し
い
身
振
り
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
も
は

や
初
期
で
は
な
く
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
画
業
の
中
盤
に
差
し
掛
か
っ
た
も

の
だ
。
あ
る
い
は
後
期
の
始
ま
り
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し

れ
な
い
。
こ
う
し
て
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
考
え
る
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
「
初

期
」
は
、
ナ
ザ
レ
派
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
次
第
に
誤
用
さ
れ
て
い
く
の

で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
別
に
機
会
に
譲
り
た
い
。

十
二
点
の
連
作
の
う
ち
、
最
も
ド
ラ
マ
ッ
チ
ッ
ク
な
場
面
は
、
や
は
り

《
ヴ
ァ
ル
プ
ル
ギ
ス
の
夜
》（fig. 16

）
だ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
の
テ
キ
ス
ト
に
忠

実
に
、
風
景
と
人
物
像
が
密
接
に
絡
み
合
う
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
と
メ
フ
ィ
ス

ト
フ
ェ
レ
ス
の
他
に
、
鬼
火
や
魔
女
た
ち
が
登
場
す
る
一
幕
が
一
枚
の
素

描
に
巧
み
に
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。

フ
ァ
ウ
ス
ト
「
旋
風
が
ひ
ど
く
空
中
に
荒
れ
狂
っ
て
い
る
で
は
な

い
か
。
お
れ
の
首
筋
に
お
そ
ろ
し
い
力
で
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
わ
。」

メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
「
あ
な
た
、
こ
の
岩
の
古
い
肋
骨
に
つ
か

ま
っ
て
い
て
く
だ
さ
い
。
で
な
い
と
こ
の
谷
底
に
突
き
落
と
さ
れ

ま
す
か
ら
ね
。」28

そ
し
て
魔
女
た
ち
の
合
唱
の
後
の
場
面
で
は

メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
「
光
っ
た
り
、
火
花
を
散
ら
し
た
り
、
臭

味
を
発
し
た
り
、
燃
え
て
み
た
り
、
こ
れ
こ
そ
本
当
の
魔
女
の
世

界
だ
。
さ
あ
し
っ
か
り
私
に
く
っ
つ
い
て
。
離
れ
る
と
迷
子
に
な

り
ま
す
よ
。」29

こ
の
場
面
は
、
ゲ
ー
テ
に
送
ら
れ
た
最
初
に
制
作
さ
れ
た
五
点
の
う
ち

の
一
枚
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
の
テ
キ
ス
ト
か
ら
想
を
得
た
こ
の
素
描
が
彼
を

感
心
さ
せ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
場
面
で
は
、
テ
キ

fig.16 ペーター・コルネリウス《ヴァルプルギスの夜》
1810-1811年、紙、ペン、シュテーデル美術館、フ
ランクフルト・アム・マイン
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ス
ト
と
は
無
関
係
な
驚

く
べ
き
表
現
が
あ
る
こ

と
に
注
目
し
た
い
。
そ

れ
は
、
こ
れ
ま
で
全
く

指
摘
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
、
岩
山
に
表
さ
れ

た
「
人
面
」の
表
現
で

あ
る
（fig. 17

）。
ゲ
ー

テ
の
テ
キ
ス
ト
に
は
一

切
こ
の
よ
う
な
人
の
顔

を
も
つ
岩
山
の
描
写
は

出
て
こ
な
い
。
こ
の
岩

は
、
こ
れ
か
ら
悪
魔
あ

る
い
は
人
間
に
化
け
よ

う
と
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

テ
キ
ス
ト
に
は
登
場
し

な
い
こ
う
し
た
フ
ァ
ン

タ
ジ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
、

す
な
わ
ち
岩
山
と
も
と

れ
る
よ
う
な
人
間
の
顔

の
イ
メ
ー
ジ
を
コ
ル
ネ

リ
ウ
ス
は
ど
う
や
っ
て

着
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
ト
ロ
ン
プ
ル
イ
ユ
的
と
も
言
え
る
イ
メ
ー
ジ
の
源
泉
を
求
め

る
た
め
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
風
景
素
描
《
ア
ル
コ
の
風
景
》（fig. 18

）
を

見
て
み
よ
う
。
ハ
イ
ン
ツ
・
ラ
ー
デ
ン
ド
ル
フ
が
一
九
七
一
年
に
指
摘
し

て
以
来
30
、
ア
ル
コ
の
岩
山
描
写
に
見
ら
れ
る
人
面
岩
の
存
在
は
意
見
の

分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
近
年
、
ダ
リ
オ
・
ガ
ン
ボ
ー
ニ
の
著

作
『
潜
在
的
イ
メ
ー
ジ
』
で
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
表
現
の
文

fig.17 ペーター・コルネリウス《ヴァルプルギスの夜》（部分）1810-1811年、紙、ペン、シュテーデ
ル美術館、フランクフルト・アム・マイン

fig.18 アルブレヒト・デューラー《アルコの風景》1495年、紙、水彩、
ルーヴル美術館
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脈
に
置
き
直
さ
れ
た
こ
と
で
、
彼
の
見
解
の
再
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
31
。

し
か
し
、
こ
の
素
描
を
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
実
際
に
見
た
可
能
性
は
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
素
描
は
、
元
は
ケ
ル
ン
の
商
人
エ
バ
ー
ハ
ル
ト
・
ヤ
ー
バ
ッ

ハ
（1618-1695
）
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
っ
た
が
、
負
債
を
抱
え
た
ヤ

ー
バ
ッ
ハ
は
多
数
の
作
品
を
フ
ラ
ン
ス
王
ル
イ
十
四
世
に
売
却
し
て
お
り
、

本
作
は
す
で
に
一
六
七
一
年
に
は
王
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
「C

abinet du 
Roi

」
に
入
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
本
作
を
パ
リ
で

実
際
に
見
た
可
能
性
が
な
い
こ
と
か
ら
、
印
刷
物
に
よ
っ
て
こ
れ
を
知
る

以
外
に
こ
の
岩
山
の
表
現
を
知
る
方
法
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本

素
描
の
複
製
が
当
時
あ
っ
た
と
は
管
見
の
限
り
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
れ
な

ら
ば
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
残
し
た
造
形
の
奇
妙
な
一
致
は
、

単
な
る
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
参
照
し
本
連

作
で
引
用
し
た
こ
と
が
明
ら
か
な
ヨ
ハ
ン
・
ネ
ポ
ム
ク
・
シ
ュ
ト
リ
ク
ス

ナ
ー
（1782-1855

）
が
一
八
〇
八
年
に
出
版
し
た
リ
ト
グ
ラ
フ
画
集
『
ア

ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
キ
リ
ス
ト
教
的
＝
神
話
的
素
描
』
を
参
照

し
た
い
。
こ
の
画
集
を
検
証
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク

な
人
面
岩
が
生
み
出
さ
れ
た
原
因
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。

シ
ュ
ト
リ
ク
ス
ナ
ー
の
リ
ト
グ
ラ
フ
画
集
は
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
マ
ク

シ
ミ
リ
ア
ン
一
世
が
、
自
身
の
聖
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
騎
士
団
員
に
配
布
す
る

印
刷
本
の
祈
祷
書
の
デ
ュ
ー
ラ
ー
に
よ
る
下
絵
素
描
を
複
製
し
た
も
の
で

あ
る
。
皇
帝
の
計
画
は
、
残
念
な
が
ら
印
刷
に
ま
で
は
至
ら
ず
、
テ
キ
ス

ト
を
取
り
囲
む
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
周
縁
素
描
だ
け
が
残
さ
れ
た
。
シ
ュ
ト
リ

ク
ス
ナ
ー
が
出
版
し
た
こ
の
版
画
集
は
人
気
を
博
し
、
ゲ
ー
テ
も
所
有

し
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
お
り
、
彼
が
持
っ
て
い
た
現
物
（fig. 19

）
が

ヴ
ァ
イ
マ
ル
古
典
財
団
の
「
ゲ
ー
テ
個
人
文
庫
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
32
。

本
書
が
再
現
し
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
手
に
な
る
、
ペ
ン
の
一
筆
書
き
と
い
う

超
絶
技
巧
を
屈
指
し
た
緻
密
な
ア
ラ
ベ
ス
ク
文
様
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
を

魅
了
し
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
素
描
連
作
の
重
要
な
手
本
と
な
っ
た
こ
と
が

す
ぐ
に
見
て
取
れ
よ
う
。
例
え
ば
、《
ア
ラ
ベ
ス
ク
標
題
紙
》（fig. 20

）
や

《
舞
台
の
前
曲
》
で
は
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
再
現
が
試
み
ら
れ
、《
悲
し
み
の
聖

母
の
前
の
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
》
に
は
右
下
の
コ
ウ
ノ
ト
リ
（fig. 21

）
が
シ

ュ
ト
リ
ク
ス
ナ
ー
の
《
祈
祷
書
》
に
何
度
か
登
場
す
る
コ
ウ
ノ
ト
リ
を
手

本
と
し
な
が
ら
、
第
十
五
葉
（fig. 22

）
に
登
場
す
る
奇
妙
な
鶏
冠
を
も
つ

鳥
の
姿
勢
が
組
み
合
わ

さ
れ
た
。

ゲ
ー
テ
が
コ
ル
ネ
リ

ウ
ス
に
宛
て
た
一
八
一

一
年
五
月
八
日
の
手
紙

に
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
に

よ
る
こ
の
素
描
連
作
を

心
に
留
め
る
よ
う
記
さ

れ
て
い
る
。「
…
…
私

の
考
察
に
よ
る
と
ア
ル

ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ

ー
は
、
こ
の
い
わ
ば
即

fig.19 ヨハン・ネポムク・シュトリクスナー
『アルブレヒト・デューラーのキリス
ト教的＝神話的素描』1808年、ヴァ
イマル古典財団（ゲーテ蔵書より）
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興
的
な
【
祈
祷
書
の
】
素
描
以
外
で
、
こ
れ
ほ
ど
に
自
由
で
機
知
に
富
み
、

偉
大
で
美
し
い
も
の
を
見
せ
た
こ
と
は
な
い
。」33
こ
れ
に
応
え
て
、
コ

ル
ネ
リ
ウ
ス
は
一
八
一
一
年
七
月
一
日
、
ゲ
ー
テ
に
宛
て
て
次
の
よ
う
に

し
た
た
め
る
。「
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
周
縁
素
描
は
私
が
こ
の
仕
事
を
始
め
た

と
き
か
ら
私
の
ア
ト
リ
エ
に
ご
ざ
い
ま
す
。」34
つ
ま
り
、
コ
ル
ネ
リ
ウ

fig.20 ペーター・コルネリウス《アラベスク標題紙》1814/15年、紙、
ペン、シュテーデル美術館、フランクフルト・アム・マイン

fig.21 ペーター・コルネリウス《悲しみの聖
母の前のグレートヒェン》1811年、紙、
ペン、シュテーデル美術館、フラン
クフルト・アム・マイン

fig.22 ヨハン・ネポムク・シュトリクスナー
『アルブレヒト・デューラーのキリス
ト教的＝神話的素描』1808年、fol. 15、
ヴァイマル古典財団（ゲーテ蔵書より）
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ス
は
、
シ
ュ
ト
リ
ク
ス
ナ
ー
が
出
版
し
た
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
複
製
画
集
を
フ

ァ
ウ
ス
ト
素
描
の
制
作
の
初
め
か
ら
参
照
し
て
い
た
こ
と
を
ゲ
ー
テ
に
告

白
し
て
い
る
の
で
あ
る
35
。

こ
の
二
人
の
書
簡
の
や
り
取
り
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス

が
ゲ
ー
テ
に
送
っ
た
最
初
の
五
枚
に
含
ま
れ
て
い
た
《
ヴ
ァ
ル
プ
ル
ギ
ス

の
夜
》
の
人
面
岩
の
表
現
が
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
文
様
が
生
み

出
す
自
由
で
フ
ァ
ン
タ
ジ
ッ
ク
な
造
形
理
念
を
理
解
し
た
こ
と
で
生
み
出

さ
れ
た
の
だ
と
す
る
の
は
、
少
し
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
手
本

の
直
接
的
な
引
用
で
は
な
く
、
造
形
理
念
の
引
用
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
カ
ー
ル
・
メ
ー
ゼ
ネ
ー
ダ
ー
は
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
の
擬
人
的
表
現
は
、
彼
自
身
の
デ
ッ
サ
ン
の
方
法
論
的
プ
ロ

セ
ス
に
起
因
す
る
と
結
論
づ
け
、
自
然
の
表
象
と
擬
人
的
表
現
と
を
対
立

的
に
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
事
物
の
外
観
を
忠
実
に
描
く
リ
ア
リ
ズ
ム

そ
の
も
の
が
生
け
る
自
然
に
命
を
与
え
、
そ
の
自
然
の
な
か
で
人
間
と
獣

と
人
工
的
な
建
物
が
混
淆
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
た
36
。
確
か

に
、
そ
う
し
た
モ
チ
ー
フ
の
混
交
が
《
祈
祷
書
》
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
《
祈
祷
書
》

の
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
表
現
か
ら
果
た
し
て
そ
こ
ま
で
学
び
と
る
こ
と
が
で
き

た
の
か
、
急
い
で
結
論
づ
け
る
こ
と
は
避
け
、
両
者
の
比
較
を
提
案
す
る

だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
《
ア

ル
コ
の
風
景
》
素
描
を
複
製
し
た
印
刷
物
が
す
で
に
存
在
し
、
コ
ル
ネ
リ

ウ
ス
が
見
る
こ
と
が
で
き
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

4　

お
わ
り
に　

二
つ
の
様
式
を
結
ぶ
ア
ラ
ベ
ス
ク

一
八
一
二
年
に
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
が
ロ
ー
マ
に
到
着
し
、
ナ
ザ
レ
派
に

合
流
以
降
に
制
作
さ
れ
た
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
素
描
で
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の

《
祈
祷
書
》
か
ら
の
影
響
が
一
層
強
く
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
一

八
一
四
年
の
終
わ
り
か
ら
一
八
一
六
年
に
か
け
て
《
フ
ァ
ウ
ス
ト
》
連
作

の
最
後
の
五
枚
が
ロ
ー
マ
で
制
作
さ
れ
る
が
、
な
か
で
も
《
ア
ラ
ベ
ス
ク

標
題
紙
》（fig. 20

）
と
《
舞
台
の
前
曲
》
に
お
い
て
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
《
祈

祷
書
》
の
欄
外
装
飾
に
見
ら
れ
る
ア
ラ
ベ
ス
ク
が
多
用
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ロ
ー
マ
に
お
い
て
、
わ
ざ
わ
ざ
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
《
祈
祷
書
》
に
集

中
す
る
こ
と
は
、
ま
る
で
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
で
獲
得
し
た
古
ド
イ
ツ
の

感
覚
が
薄
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
抗
っ
て
い
る
か
の
よ
う
で
さ
え
あ
る
。

《
ア
ラ
ベ
ス
ク
標
題
紙
》
に
お
い
て
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

の
物
語
の
始
ま
り
を
一
枚
で
表
現
し
た
。
画
面
左
下
で
は
、「
夜
」
の
場

面
の
地
霊
が
仁
王
立
ち
し
て
登
場
し
、
地
霊
の
上
に
は
四
人
に
プ
ッ
ト
ー

が
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
学
ぶ
学
問
の
名
前
を
記
し
た
銘
板
を
掲
げ
る
。
地
霊
の

右
隣
で
は
聖
書
を
熱
心
に
翻
訳
す
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
書
斎
の
聖
ヒ
エ
ロ
ニ

ム
ス
さ
な
が
ら
に
表
さ
れ
、
そ
の
右
手
に
は
、
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
と
マ
ル

テ
が
向
き
合
い
、
画
面
右
下
隅
に
は
地
獄
が
口
を
開
い
て
グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ

ン
を
誘
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
は
魔
女
が
鍋
を
か
き
回
す
と
、
鍋
か
ら
出

て
き
た
悪
魔
が
メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
を
神
の
前
に
差
し
出
し
、
い
よ
い

よ
物
語
が
始
ま
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
す
べ
て
が
、

デ
ュ
ー
ラ
ー
が
《
祈
祷
書
》
で
見
事
に
表
現
し
た
「
自
由
で
機
知
に
富
ん
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だ
」
ア
ラ
ベ
ス
ク
文
様

で
「
ゆ
る
や
か
に
」
つ

な
が
れ
て
い
る
。
デ
ュ

ー
ラ
ー
が
作
り
出
し
た

天
才
的
な
ペ
ン
の
遊
戯

に
よ
る
一
筆
書
き
の
ア

ラ
ベ
ス
ク
は
、
再
現
不

可
能
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
シ
ュ
ト
リ
ク
ス
ナ
ー
に
よ
る
複
製
版
画
の

出
版
に
よ
っ
て
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
は
そ
の
復
興
に
見
事
成
功
し
た
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
の
本
素
描
（fi g. 20

）
で
注
目
す
べ
き
は
、
デ

ュ
ー
ラ
ー
風
の
ア
ラ
ベ
ス
ク
だ
け
で
は
な
い
。
素
描
の
上
部
を
占
め
る
神

と
天
使
の
姿
を
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
壁

画
《
聖
体
の
論
議
》
の
上
部
（fi g. 23

）
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
だ
か
ら
だ
。
宗
教
主
題
を

愛
し
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
を
生
涯

の
手
本
と
し
て
き
た
オ
ー
ヴ
ァ

ー
ベ
ッ
ク
も
ま
た
、
一
八
二
九

年
の
《
芸
術
に
お
け
る
宗
教
の

勝
利
》（fi g. 24

）
と
い
う
大
作

で
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
《
聖
体
の

論
議
》
を
手
本
と
す
る
が
、
コ

ル
ネ
リ
ウ
ス
は
そ
れ
に
先
ん
じ

て
い
る
。
ま
る
で
コ
ル
ネ
リ
ウ

ス
は
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
連

作
に
お
い
て
ナ
ザ
レ
派
の
始
祖

た
る
二
人
の
様
式
、
つ
ま
り
オ

ー
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
（
す
な
わ
ち

ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
）
と
プ
フ
ォ
ル

（
す
な
わ
ち
デ
ュ
ー
ラ
ー
）
と

fi g.23 ラファエッロ《聖体の論議》（部分）1509-1510年、フレスコ、ヴァチカン美術館

fi g.24 フリードリヒ・オーヴァーベック《宗教の勝利》1829-
1840年、カンヴァス、油彩、シュテーデル美術館、フラ
ンクフルト・アム・マイン
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い
う
両
者
の
芸
術
の
様
式
を
正
し
く
継
承
し
て
い
く
こ
と
を
宣
言
し
て
い

る
か
よ
う
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
ラ
ー
風
に
表
現
さ
れ
た
下
部
の
登
場
人
物
か

ら
、
軽
や
か
な
線
描
の
蔓
が
左
右
で
上
昇
す
る
と
、
最
頂
部
で
ラ
フ
ェ
エ

ッ
ロ
風
の
父
な
る
神
の
像
に
辿
り
着
き
、
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
の
要
素
、

す
な
わ
ち
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
ア
ラ
ベ
ス
ク
が
し
っ
か
り
と

結
び
つ
け
る
37
。「
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
を
学
べ
」
と
、
コ
ル

ネ
リ
ウ
ス
に
芸
術
観
の
転
換
を
促
し
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

は
、
ア
ラ
ベ
ス
ク
が
ロ
マ
ン
派
の
新
し
い
芸
術
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、『
文
学
に
つ
い
て
の
会

話
』（1800

）
の
な
か
で
、
芸
術
が
表
層
的
と
な
り
死
に
絶
え
た
こ
の
時

代
に
、
ア
ラ
ベ
ス
ク
こ
そ
が
潜
在
的
可
能
性
を
秘
め
た
唯
一
特
権
的
な
芸

術
形
式
で
あ
る
と
唱
え
て
い
る
38
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
が
目
指
し
た
の
は
、

ア
ラ
ベ
ス
ク
を
用
い
る
こ
と
で
「
古
代
芸
術
と
近
代
芸
術
と
の
間
に
あ
る

乖
離
や
対
立
の
解
消
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
普
遍
的
な
こ
と

と
し
て
統
合
調
和
す
る
こ
と
」39
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
コ
ル
ネ

リ
ウ
ス
は
、
ア
ラ
ベ
ス
ク
の
蔓
を
使
う
こ
と
で
二
つ
の
要
素
を
う
ま
く
絡

め
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
古
代
芸
術
と

近
代
芸
術
の
統
合
で
は
な
く
、
ナ
ザ
レ
派
の
理
念
そ
の
ま
ま
の
、
イ
タ
リ

ア
と
ド
イ
ツ
の
統
合
、
す
な
わ
ち
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
と
デ
ュ
ー
ラ
ー
様
式

の
統
合
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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