
【
翻

訳
】

カ
ル
ロ
・
デ
ル
・
ブ
ラ
ー
ヴ
ォ

訳
・

註

解
　

甲

斐

教

行

　
　
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
と

　
　
　
　
ジ
ャ
ン
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ベ
ル
ニ
ー
ニ
に
お
け
る
光
の
意
味
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マ
ウ
リ
ツ
ィ
オ
・
カ
ル
ヴ
ェ
ー
ジ
は
一
九
七
一
年
と
七
三
年
の
論
考
で
、
カ
ラ

ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
作
品
の
光
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
当
時
な
お
も
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い

た
非
歴
史
的
な
「
写ヴ

ェ

ー

ロ

実
主
義
」
へ
の
言
及
を
超
克
し
て
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
画

中
の
光
と
そ
の
伝
播
を
、
暗
黒
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
悪
に
対
抗
す
る
、
恩
寵
と
そ

の
救
済
作
用
の
寓
意
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
提
唱
し
た
（
１
）

。

　

一
六
〇
〇
年
代
の
い
く
つ
か
の
作
品
に
お
け
る
光
の
意
味
を
検
討
す
る
過
程

で
、
こ
の
解
釈
は
私
に
は
も
っ
と
も
発
展
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
と
は
い
え
、

カ
ル
ヴ
ェ
ー
ジ
自
身
の
議
論
は
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
際
、
こ
の
著
者
の

論
述
を
辿
っ
て
行
く
と
、
わ
れ
わ
れ
は
字
義
（lettera

）
と
寓
意
（allegoria

）

の
形
態
的
一
致
（
一
）

の
せ
い
で
困
難
に
陥
っ
て
し
ま
う
（
例
え
ば
ド
ー
リ
ア
＝
パ
ン

フ
ィ
ー
リ
の
絵
（
図
１
）
で
は
、マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
の
上
に
落
ち
る
自
然
光
が
、

こ
の
悔
悛
し
た
罪
の
女
へ
の
恩
寵
の
降
下
の
直
接
的
寓
意
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

《
聖
マ
タ
イ
の
お
召
し
》（
図
２
）
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
眼
が
自
然
光
の
方

を
見
て
い
る
か
見
て
い
な
い
か
が
、
救
済
を
も
た
ら
す
恩
寵
に
か
れ
ら
が
心
を
向

け
て
い
る
か
向
け
て
い
な
い
か
を
示
す
も
の
と
さ
れ
る
（
２
）
）。
実
の
と
こ
ろ
、
ふ
た

つ
の
論
点
の
そ
の
よ
う
な
形
態
的
一
致
は
、
当
の
《
お
召
し
》
の
絵
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
と
ペ
テ
ロ
の
よ
う
な
、
あ
る
い
は
コ
ル
シ
ー
ニ
美
術
館
の
絵
（
図
３
）
に

お
け
る
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
よ
う
な
聖
な
る
人
物
た
ち
の
顔
や
眼
が
、
光
か
ら
外
れ

た
り
影
の
中
に
埋
没
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
異
議
を
申
し
立
て
る
以
上
、
到

底
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

　

だ
が
も
し
こ
う
し
た
困
難
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仮
定
的
に
こ
の
解
釈
を
カ
ラ

ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
活
動
期
の
恩
寵
に
関
す
る
文
化
と
比
較
検
討
し
よ
う
と
試
み
る
な

ら
、
新
た
な
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
で
こ
の
解
釈
を
維
持
す
る
可
能
性
は
あ
る
。

そ
も
そ
も
当
時
の
神
学
的
テ
ク
ス
ト
と
の
対
照
を
切
望
し
た
の
は
他
な
ら
ぬ
カ

ル
ヴ
ェ
ー
ジ
自
身
で
あ
っ
た
（
３
）

。
ま
た
ジ
ャ
ン
・
ア
ル
ベ
ル
ト
・
デ
ッ
ラ
ッ
ク
ァ

も
、
自
ら
は
立
場
の
表
明
を
控
え
な
が
ら
、
関
連
す
る
文
化
状
況
、
つ
ま
り
「
恩

寵
、
救
霊
予
定
説
、
自
由
意
志
に
つ
い
て
の
同
時
代
の
神
学
的
問
題
」
へ
の
方
向

付
け
を
行
っ
て
い
る
（
４
）
。
実
際
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
「
暗
テ
ネ
ブ
ロ
ー
セ
黒
」
作
品
が
生
ま
れ
た

一
五
〇
〇
年
代
か
ら
一
六
〇
〇
年
代
へ
の
転
換
期
の
ロ
ー
マ
は
、
宗
教
の
分
野

で
、
恩
寵
論
争
の
痕
跡
が
深
く
刻
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
恩
寵
論
争
は
一
般
論
で
は

な
く
、
恩
寵
、
救
霊
予
定
説
、
自
由
意
志
の
間
の
関
係
を
特
に
掘
り
下
げ
た
も
の

だ
っ
た
。
第
二
期
ス
コ
ラ
哲
学
の
神
学
者
た
ち
は
、
恩
寵
に
関
す
る
い
に
し
え
の

絶
対
的
権
威
者
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
は
別
の
角
度
か
ら
煩
瑣
な
議
論
を
展
開

し
つ
つ
、
近
世
的
な
視
点
で
こ
の
論
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
カ
ラ

ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
に
お
け
る
光
の
意
味
に
つ
い
て
の
カ
ル
ヴ
ェ
ー
ジ
の
提
唱
は
、
ア
ウ

グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
を
優
先
的
に
扱
っ
た
カ
ル
ヴ
ェ
ー
ジ
自
身
の
論
述
の
中
で
本

件
に
関
し
て
表
明
さ
れ
た
、
ト
マ
ス
思
想
へ
の
閉
鎖
的
態
度
に
同
調
す
る
の
で
は

な
く
、
一
五
〇
〇
年
代
か
ら
一
六
〇
〇
年
代
へ
の
転
換
期
に
お
け
る
ス
コ
ラ
哲
学

と
対
照
す
る
の
が
適
切
と
な
る
（
５
）
。

　

さ
て
、
一
五
八
〇
年
代
後
半
に
ス
ペ
イ
ン
の
ス
コ
ラ
学
は
こ
の
難
解
な
主
題
に

立
ち
向
か
い
、
ふ
た
つ
の
異
な
る
理
論
を
生
み
出
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
イ
エ
ズ

ス
会
士
ル
イ
ス
・
デ
・
モ
リ
ー
ナ
〔
一
五
三
五
―
一
六
〇
〇
年
、
ス
ペ
イ
ン
の
神
学
者
〕

を
指
導
者
と
し
、
人
間
の
意
志
を
称
揚
す
る
も
の
、
も
う
ひ
と
つ
は
ド
メ
ニ
コ
会

士
ド
ミ
ン
ゴ
・
バ
ニ
ェ
ス
〔
一
五
二
八
―
一
六
〇
四
年
、
ス
ペ
イ
ン
の
神
学
者
〕
を
指

導
者
と
し
、
逆
に
恩
寵
の
作
用
を
称
揚
す
る
も
の
だ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る

激
烈
な
論
争
の
後
、
議
論
の
場
は
一
五
九
八
年
に
文
書
が
届
い
た
ロ
ー
マ
に
移
っ

た
。
積
極
的
に
審
問
会
の
作
業
を
指
導
し
た
ク
レ
メ
ン
ス
八
世
〔
俗
名
イ
ッ
ポ
ー
リ

ト
・
ア
ル
ド
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ニ
、
教
皇
在
位
一
五
九
二
―
一
六
〇
五
年
〕
は
、
一
六
〇
〇
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年
に
バ
ニ
ェ
ス
の
立
場
を
優
遇
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
議
論
は
未
解
決
の
ま
ま
、

パ
ウ
ル
ス
五
世
〔
俗
名
カ
ミ
ッ
ロ
・
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
、
教
皇
在
位
一
六
〇
五
―
二
一
年
〕
の

権
限
に
よ
っ
て
一
六
〇
七
年
に
終
息
さ
せ
ら
れ
た
。

　

聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
『
恩
寵
と
自
由
意
志
に
つ
い
て
』（D

e gratia et 

libero arbitrio
）
や
『
諸
聖
人
の
救
霊
予
定
説
に
つ
い
て
』（D

e praedestinatione 

Sanctorum

）
と
い
っ
た
特
定
の
著
作
の
中
で
、
恩
寵
と
は
神
が
特
定
の
者
に
し

か
授
け
る
こ
と
の
な
い
信
仰
と
愛
徳
と
い
う
、
神
へ
の
服
従
に
必
要
な
超
自
然
的

美
徳
の
無
償
の
恩
恵
で
あ
っ
て
、
人
間
の
本
性
は
予
測
不
能
な
予
定
に
よ
っ
て
準

備
さ
れ
て
い
る
場
合
の
み
こ
の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
記
し
た
。
ま

た
神
は
人
の
心
に
働
き
か
け
て
望
み
の
ま
ま
に
そ
の
意
志
を
操
り
、
慈
悲
に
よ
っ

て
善
へ
と
向
け
る
こ
と
も
、
そ
の
人
物
の
短
所
ゆ
え
に
悪
へ
と
向
け
る
こ
と
も
で

き
る
、
と
記
し
た
。
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
そ
の
他
の
著
作
（
あ
る
い
は
『
魂

の
神
へ
の
独
白
』﹇Soliloquia anim

ae ad D
eum

﹈
の
よ
う
に
彼
に
帰
さ
れ
た
著
作
）

は
、
神
の
仲
介
を
表
す
、
暗
黒
と
盲
目
性
に
打
ち
勝
つ
光
の
イ
メ
ー
ジ
に
満
ち
て

い
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
カ
ル
ヴ
ェ
ー
ジ
が
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
作
品
の
光
を
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
風
に
恩
寵
の
象
徴
と
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
念
頭
に
置
い
た
に

違
い
な
い
。
他
方
、
一
五
〇
〇
年
代
末
の
ス
コ
ラ
神
学
者
の
中
で
は
、
バ
ニ
ェ
ス

が
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
で
恩
寵
や
救
霊
予
定
説
や
自
由
意
志
を
光
に
な
ぞ
ら
え
て
い

た
。
い
や
、
歴
史
的
表
現
で
言
い
換
え
る
な
ら
、
バ
ニ
ェ
ス
は
こ
れ
ら
の
神
学
的

主
題
を
、
照
ら
し
出
す
物
体
の
潜
ポ
テ
ン
ツ
ィ
ア
リ
タ

在
性
を
自
在
に
成
就
さ
せ
る
「
現ア

ッ

ト
実
態
」
と
し

て
の
光
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
＝
ト
マ
ス
理
論
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
と
言
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
ス
コ
ラ
学
が
そ
の
本
質
を
受
け
入
れ
た
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
『
魂
に
つ
い
て
』（D

e anim
a

）
の
一
章
に
お
い
て
は
（
６
）
、
純
粋
光
線

が
物
体
を
構
成
す
る
四
元
素
の
中
に
降
下
し
、
そ
れ
ら
の
物
体
が
光
を
受
け
る

と
、
物
体
は
光
を
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
方
法
で
条
件
付
け
、
透
明
と
色
彩
と
の

相
違
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
光
を
完
全
に
浸
透
さ
せ
る
大
気
の
属

性
で
あ
る
透
明
色
か
ら
、
光
を
表
面
に
し
か
浸
透
さ
せ
な
い
土
の
属
性
で
あ
る
不

透
明
色
に
至
る
相
違
、
大
気
が
も
た
ら
す
明
色
か
ら
、
土
が
も
た
ら
す
暗
色
に
至

る
相
違
で
あ
る
。
透
明
性
も
色
彩
も
物
体
の
自
然
に
お
け
る
構
成
と
結
び
つ
い
た

「
潜ポ
テ
ン
ツ
ェ

在
性
」
で
あ
り
、
光
は
物
体
を
ま
っ
た
く
強
制
の
な
い
正
常
で
自
発
的
な
成

就
へ
と
導
く
。
再
び
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
＝
ス
コ
ラ
学
理
論
に
よ
れ
ば
、
人
間

の
眼
は
純
粋
光
線
を
感
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
照
射
さ
れ
色
彩

を
帯
び
た
物
体
し
か
感
知
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

ス
コ
ラ
神
学
者
の
バ
ニ
ェ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
ス
コ
ラ
学

的
物
理
理
論
の
信
奉
者
で
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
は
次
の
一
節
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

「
例
え
ば
、
ペ
テ
ロ
が
目
に
見
え
る
究
極
の
理
由
は
、
彼
が
光
に
照
ら
さ
れ
た
色

彩
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
肉
体
に
色
が
あ
る
の
か
と
問
う
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
第
一
性
質
の
混
合
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
説
明
で
き

る
（
７
）
」。
ま
た
光
と
「
助
ア
ッ
ト
ゥ
ア
ー
レ

力
の
」
恩
寵
の
間
の
類
比
関
係
に
つ
い
て
は
、
バ
ニ
ェ
ス

自
身
が
「
被
造
物
が
神
を
見
る
に
は
、
見
る
行
為
に
適
し
た
超
自
然
的
光
が
な
い

か
ぎ
り
不
可
能
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
（
８
）

。
だ
が
知
的
被
造
物
が
〔
恩
寵
に
〕
さ

ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
反
応
を
示
す
そ
の
程
度
は
、
単
純
に
し
て
予
測
不
能
な
神
の

意
志
に
よ
っ
て
予
め
定
め
ら
れ
た
秩
序
に
基
づ
く
。
そ
れ
は
聖
ト
マ
ス
が
記
し
た

よ
う
に
、
単
一
の
第
一
質
料
の
諸
部
分
を
律
す
る
秩
序
に
似
て
い
る
。
第
一
質
料

は
最
初
か
ら
、
例
え
ば
あ
る
も
の
は
火
の
、
あ
る
も
の
は
土
の
形
態
を
取
る
よ
う

に
定
め
ら
れ
て
い
る
（
９
）

。
従
っ
て
超
自
然
的
美
徳
は
、「
太
陽
が
生
み
出
す
光
線
が

空
気
中
で
受
容
さ
れ
る
の
と
同
様
に
」、
魂
に
よ
っ
て
受
容
さ
れ
る）

10
（

。「
あ
る
種
の

受
容
は
主
観
に
お
い
て
生
じ
、
そ
の
特
定
と
個
物
の
存
在
は
神
に
由
来
す
る
。
か
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の
太
陽
の
光
が
そ
の
透
明
性
に
依
拠
し
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る）

11
（

」。
か
く
し
て

理
想
的
結
論
が
導
か
れ
る
。「
神
の
恩
寵
に
つ
い
て
、
効
果
的
か
つ
先
験
的
な
神

助
の
お
か
げ
で
、
お
前
は
い
っ
そ
う
明
瞭
に
理
解
す
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
が
い
か
に

わ
れ
わ
れ
の
意
志
の
自
由
と
相
反
せ
ず
に
、
む
し
ろ
こ
れ
を
助
け
る
も
の
で
あ
る

か
を
」･･･

、「
む
し
ろ
照
ら
し
、
成
就
し
、
神
の
似
姿
へ
と
変
え
る
も
の
で
あ
る

か
を
。
見
よ
、
預
言
者
は
詩
篇
十
八
番
で
述
べ
て
い
る
、
主
の
戒
め
は
清
ら
か
で
、

目
に
光
を
与
え
る
、
と
〔
詩
篇
十
八
番
九
節
〕

）
12
（

」。「
恩
寵
は
生
来
の
性
質
を
否
定
す

る
の
で
は
な
く
、
成
就
す
る）

13
（

」。

　

純
粋
光
線
と
恩
寵
と
の
間
の
類
比
、
そ
し
て
透
明
性
と
色
彩
を
一
方
に
、

「
助
ア
ッ
ト
ゥ
ア
ー
レ

力
の
」
恩
寵
に
対
し
て
予
め
定
め
ら
れ
た
人
間
の
反
応
を
も
う
一
方
に
置
い

た
と
き
の
、
両
者
の
感
覚
的
類
比･･･

、
そ
れ
は
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
時
代
に
は
、

彼
の
「
暗
テ
ネ
ブ
ロ
ー
サ
黒
」
表
現
の
主
要
な
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ナ
ポ
リ
に
お
い
て
、

フ
ェ
リ
ー
チ
ェ
・
パ
ッ
セ
ロ
〔
一
五
五
六
―
一
六
二
六
年
、
ナ
ポ
リ
出
身
の
宗
教
詩
人
、

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
士
〕
の
『
ヘ
ク
サ
メ
ロ
ン
（E

ssam
erone

）』（
一
六
〇
九
年
）
の

中
で
神
学
か
ら
文
学
〔
の
領
域
〕
に
移
植
さ
れ
た
。「
汝
、
光
に
似
た
／
天
上
の
恩

寵
よ
、
わ
れ
に
示
し
給
え
、
彼
処
に
て
わ
れ
を
護
り
導
き
給
え
」「
清
ら
な
る
恩

寵
よ
、･･･ 

／･･･

光
に
よ
く
反
応
せ
ぬ
事
象
は
／
汝
に
扉
を
閉
ざ
す
／
故
に
汝

の
光
は
／
硬
き
大
理
石
を
も
、
透
明
な
る
ガ
ラ
ス
を
も
打
つ
も
の
の
／
水
晶
や
大

理
石
を
通
過
す
る
こ
と
な
し）

14
（

」。
光
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
精
神
的
瞑
想
は
、
カ

ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
「
暗
テ
ネ
ブ
ロ
ー
セ
黒
」
作
品
と
同
時
代
の
、
天
地
創
造
の
日
々
を
扱
っ
た
こ

の
詩
の
中
に
あ
っ
て
、
世
紀
転
換
期
に
イ
タ
リ
ア
で
議
論
さ
れ
た
バ
ニ
ェ
ス
風
の

決
定
論
を
強
く
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
ま
た
そ
う
し
た
観
点
に
立
つ
な
ら
、
本
件
に

関
し
て
こ
の
詩
は
こ
れ
と
良
く
似
た
別
の
あ
る
詩
作
品
と
区
別
さ
れ
る
。
さ
ほ
ど

古
く
は
な
い
に
せ
よ
、
と
も
あ
れ
イ
タ
リ
ア
で
の
こ
れ
ら
の
議
論
以
前
に
制
作
さ

れ
た
そ
の
詩
は
、
一
五
九
二
年
に
出
版
さ
れ
た
ト
ル
ク
ワ
ー
ト
・
タ
ッ
ソ
の
『
世

界
の
創
造
（D

el m
ondo creato

）』
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
本
件
に
関
し
て
、
テ
ィ

ン
ト
レ
ッ
ト
や
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
カ
ラ
ッ
チ
や
チ
ー
ゴ
リ
の
諸
作
に
頻
出
す
る
、

天
上
界
の
光
の
殺
到
の
中
で
地
上
の
光
の
価
値
を
下
落
さ
せ
る
た
め
の
手
懸
か
り

し
か
見
あ
た
ら
な
い
（「
さ
て
世
界
開
闢
以
前
に
は
永
遠
の
光
あ
り
き
／･･･

光
、

そ
は
至
福
の
精
神
の
た
め
の
光
に
し
て
／
感
覚
の
た
め
の
光
に
あ
ら
ず･･･

／
し

か
し
て
こ
の
感
覚
の
た
め
の
光
、
飾
り
立
て
ら
れ
た
大
伽
藍
、
／
瞳
に
映
ず
る
光
、

そ
は
た
だ
光
の
似
姿
に
過
ぎ
ず
／･･･

し
ば
し
ば
雲
や
影
に
攪
乱
さ
れ
り）

15
（

」）。

　

こ
こ
か
ら
ふ
た
つ
の
歴
史
的
に
妥
当
な
命
題
が
派
生
す
る
。
第
一
の
命
題
と
し

て
、
も
し
私
が
考
え
る
よ
う
に
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
が
一
六
〇
〇
年
代
に
テ
ィ
ン
ト

レ
ッ
ト
の
様
式
的
示
唆
を
育
ん
で
い
っ
た
と
す
れ
ば
、
作
者
の
移
行
に
伴
っ
て
同

一
の
形
態
が
意
味
を
変
容
さ
せ
て
い
た
は
ず
だ
と
註
記
し
よ
う
。
第
二
の
命
題

と
し
て
、
一
五
〇
〇
年
代
末
に
タ
ッ
ソ
が
表
現
し
ヴ
ェ
ネ
ト
絵
画
及
び
ヴ
ェ
ネ

ト
起
源
の
ス
ペ
イ
ン
絵
画
の
中
に
内
包
さ
れ
た
意
味
合
い
と
、
バ
ニ
ェ
ス
の
〔
教

示
し
た
〕
意
味
合
い
と
は
、（
フ
ァ
ン
・
デ
・
コ
ン
ト
レ
ラ
ス
と
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
・

ペ
レ
ス
・
サ
ン
チ
ェ
ス
の
優
れ
た
研
究
の
後
で）

16
（

）
な
お
も
ド
ミ
ン
ゴ
・
バ
ニ
ェ

ス
の
「
助ア
ッ
ト
ゥ
ア
ー
レ

力
の
」
恩
寵
に
関
す
る
思
索
と
同
時
代
で
か
つ
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の

「
暗テ
ネ
ブ
リ
ズ
モ

黒
手
法
」
に
先
行
す
る
ス
ペ
イ
ン
絵
画
の
「
暗テ
ネ
ブ
リ
ズ
モ

黒
手
法
」
を
研
究
し
よ
う
と

す
る
者
に
と
り
、
必
ず
や
関
連
づ
け
ら
れ
る
は
ず
だ
と
註
記
し
よ
う
。

　

一
六
〇
〇
年
代
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
作
品
の
暗
黒
の
特
質
を
決
定
づ
け
る
文
化

と
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
思
想
に
ス
コ
ラ
哲
学
を
置
き
換
え
る
こ
と
は
、
思

う
に
、
歴
史
的
に
信
憑
性
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
カ
ル
ヴ
ェ
ー
ジ
の
称
讃
す
べ
き

洞
察
が
、
主
題
と
意
味
内
容
の
形
態
的
一
致
の
容
認
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

直
ち
に
直
面
し
た
困
難
を
解
決
す
る
た
め
の
前
提
を
提
供
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
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実
際
聖
ト
マ
ス
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
ス
コ
ラ
哲
学
に
、
美
術
に
と
り
根
源
的

な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
記
憶
と
想
起
に
つ
い
て
』
の
教
え
を
、
す
な
わ
ち
絵
画

を
異
な
る
二
つ
の
関
心
と
次
元
か
ら
考
察
す
る
可
能
性
を
伝
達
し
続
け
て
き）（
二
）

17
（

た 

。

こ
の
教
え
に
基
づ
く
な
ら
、
物
語
の
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
な
図
解
と
光
の
寓
意
の
双
方
を

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
前
述

し
た
《
聖
マ
タ
イ
の
お
召
し
》
に
お
け
る
影
に
沈
む
キ
リ
ス
ト
に
関
し
て
も
、
コ

ル
シ
ー
ニ
美
術
館
の
絵
の
中
で
顔
が
影
に
沈
む
聖
ヨ
ハ
ネ
に
関
し
て
も
、
矛
盾
は

生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　

だ
が
一
六
〇
〇
年
代
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
作
品
を
こ
の
よ
う
に
独
立
し
た
方
向

か
ら
考
察
し
た
今
、
わ
れ
わ
れ
は
光
の
寓
意
へ
の
関
心
が
図
解
と
説
明
へ
の
関
心

と
は
相
容
れ
な
い
も
の
だ
と
推
論
す
る
。
な
ぜ
な
ら
光
の
寓
意
の
、
神
の
選
択
が

予
測
不
能
で
あ
る
以
上
散
発
的
で
不
規
則
な
非
連
続
性
を
帯
び
ざ
る
を
得
な
い
形

態
的
構
造
は
、
諸
物
の
図
解
と
事
件
の
説
明
が
要
請
す
る
連
続
性
と
は
相
容
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
図
解
や
説
明
は
人
類
の
霊
的
運
命
に
関
わ
ら
な
い
範
囲

で
、
副
次
的
に
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
主
題
か
ら
独
立
し
た
光
の
寓

意
（
そ
れ
は
ま
た
、
可
視
光
線
が
通
過
す
る
中
で
は
、
照
ら
さ
れ
た
空
気
で
も
あ

る
）
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
品
の
間
を
横
断
す
る
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
思
索
と

し
て
継
続
し
、
純
粋
光
線
で
は
な
く
光
が
照
ら
す
対
象
に
関
わ
る
。
従
っ
て
そ
の

寓
意
は
主
と
し
て
、「
助
ア
ッ
ト
ゥ
ア
ー
レ

力
の
」
恩
寵
と
、
恩
寵
の
中
に
自
分
た
ち
の
「
現ア

ッ

ト
実
態
」

を
見
出
す
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
潜
ポ
テ
ン
ツ
ィ
ア
リ
タ

在
性
と
の
間
の
関
係
に
関
わ
る
。
こ
う
し
た
文

脈
に
お
い
て
、
逍
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

遙
学
派
の
自
然
学
で
は
最
小
限
の
照
明
を
表
す
も
の
で
あ
る
夥

し
い
暗
黒
の
氾
濫
と
、
照
射
さ
れ
た
断
片
に
お
け
る
不
透
明
で
土
っ
ぽ
い
色
の
支

配
は
、
人
類
の
大
半
が
超
自
然
的
な
美
徳
及
び
救
済
に
ご
く
僅
か
し
か
、
ま
た
は

せ
い
ぜ
い
稀
に
し
か
応
え
得
ず
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
鈍
感
で
混
乱
し
た
反
応
し

か
示
し
得
な
い
存
在
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。

　

従
っ
て
、
一
六
〇
〇
年
代
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
作
品
の
形
而
上
的
意
味
は
、
救

霊
予
定
説
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
恩
寵
に
つ
い
て
は
概
し
て
そ
れ
を
慈
悲
の
側
面
か

ら
考
察
し
た
カ
ル
ヴ
ェ
ー
ジ
の
解
釈
の
よ
う
に
楽
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
悲
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

観
的
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。

　

し
か
も
、
暗
黒
で
悲
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

観
的
な
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
寓
意
の
三
十
年
後
に
、
恩
寵

と
自
由
意
志
の
関
係
を
論
じ
た
新
ス
コ
ラ
哲
学
の
ふ
た
つ
の
根
本
理
論
に
関
連
し

て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
神
学
を
情
熱
的
に
再
検
討
し
た
ヤ
ン
セ
ン
は
、
バ
ニ
ェ
ス

の
理
論
の
方
が
、
神
の
恩
寵
や
予
測
不
可
能
な
特
権
を
意
志
へ
の
刺
激
と
見
る
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
信
仰
に
近
い
と
結
論
づ
け
た）

18
（

。
歴
史
的
か
つ
権
威
に
満
ち
た

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
は
一
六
〇
〇
年
代
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ

ジ
ョ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
解
釈
し
た
よ
う
に
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
内
部
で
、
聖
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
結
び
つ
く
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
伝
統
に
、
ま
た
神
が
望
む
特
権
に
寄

せ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
信
仰
に
い
っ
そ
う
近
い
道
を
選
択
し
た
こ
と
を
理
解

さ
せ
て
く
れ
る
。
こ
う
し
た
包
括
的
前
提
に
基
づ
く
な
ら
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
が

そ
の
最
晩
年
に
《
ゴ
リ
ア
テ
の
首
を
持
つ
ダ
ヴ
ィ
デ
》（
図
４
）
の
よ
う
な
純
粋

に
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
な
絵
画
を
描
い
た
こ
と
に
お
そ
ら
く
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。

彼
は
こ
の
絵
の
登
場
人
物
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
若
い
助
手
と
自
分
自
身
の
容
貌

を
与
え
た
の
で
あ
る）

19
（

。
つ
ま
り
こ
の
絵
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
《
勝
利
》
が
持
つ

意
味
、
す
な
わ
ち
美
と
徳
の
素
質
に
恋
い
焦
が
れ
る
者
が
な
お
有
す
る
低
次
の

側
面
に
、
そ
れ
ら
の
素
質
が
勝
利
す
る
と
い
う
意
味
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
（
三
）

。

さ
ら
に
こ
の
同
じ
前
提
に
基
づ
く
な
ら
、
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
の
よ
う
な
美
術
家
に

一
六
〇
〇
年
代
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
が
及
ぼ
し
た
深
い
影
響
に
も
お
そ
ら
く
納
得

で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
救
霊
予
定
説
の
悲
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク

観
的
な
見
解
を
形
態
的
寓
意
と
し
て
示
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す
、
暗
黒
で
土
っ
ぽ
い
色
を
し
た
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
絵
画
は
、
人
間
の
低
劣
さ

へ
の
痛
烈
な
自
覚
と
深
刻
で
根
本
的
な
調
和
を
見
出
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た

低
劣
さ
は
、
意
味
の
次
元
に
お
い
て
は
こ
の
フ
ラ
ン
ス
人
画
家
が
扱
っ
た
数
多
く

の
主
題
と
関
連
づ
け
ら
れ
る）

20
（

。

＊ 

＊ 

＊

  

シ
ャ
ン
ト
ル
ー
の
領
主
〔
ポ
ー
ル
・
フ
レ
ア
ー
ル
・
ド
・
シ
ャ
ン
ト
ル
ー　

一
六
〇
九

―
九
四
年
、
フ
ラ
ン
ス
の
美
術
収
集
家
〕
が
書
き
と
め
た
ジ
ャ
ン
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ベ

ル
ニ
ー
ニ
の
フ
ラ
ン
ス
滞
在
日
記
）（
四
）

21
 （

も
、
近
代
の
研
究
も
、
こ
の
巨
匠
が
自
作
の
彫

刻
を
置
く
環
境
の
自
然
光
管
理
に
示
し
た
関
心
に
つ
い
て
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
察

に
事
欠
か
な
い
。
だ
が
そ
の
場
合
で
も
、
こ
れ
ら
の
観
察
の
中
で
、
さ
ま
ざ
ま
な

種
類
の
光

―
〔
直
接
〕
照
射
、〔
全
体
〕
照
明
、
ま
た
と
き
に
は
〔
彫
刻
の
〕
手
前

の
空
間
を
横
切
る
カ
ー
テ
ン
状
の
光

―
の
間
の
関
係
が
考
察
さ
れ
た
形
跡
は
な

い
。〔
だ
が
〕
も
し
か
す
る
と
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
光
に
固
有
の
通
過
性
ゆ
え
に
、

物
語
的
な
意
味
内
容
を
担
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

当
初
の
ま
ま
か
あ
る
い
は
理
想
的
な
再
現
が
可
能
な
環
境
の
中
で
、
彫
刻
へ
の

光
の
照
射
を
直
接
観
察
す
る
な
ら
、
光
線
が
法
悦
主
題
を
持
つ
作
品
の
意
味
を

完
全
に
明
示
し
て
い
る
と
い
う
第
一
段
階
の
結
論
へ
と
導
か
れ
る
。《
聖
女
ビ
ビ

ア
ー
ナ
》（
図
５
）
は
そ
の
視
線
を
上
方
に
向
け
て
、
曙
時
に
祭
壇
上
の
窓
（
図

６
）
か
ら
射
し
込
む
光
線
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
光
線
は
形
而
上
的
な

含
意
を
伴
っ
て
、
直
接
〔
彫
刻
に
〕
当
た
る
（
あ
る
い
は
当
た
っ
て
い
た

―
〔
環

境
の
〕
改
変
以
前
に
は

―
）。
曙
時
に
は
、《
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
》（
図
７

―
８
）
と
、
ベ
ル
ニ
ー
ニ
に
よ
る
ラ
イ
モ
ン
デ
ィ
礼
拝
堂
に
バ
ラ
ッ
タ
が
制
作
し

た
《
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
空
中
浮
遊
》（
図
９
―
10
）。
午
前
中
に
は
、《
ル
ド

ヴ
ィ
カ
・
ア
ル
ベ
ル
ト
ー
ニ
》（
図
11
―
12
）。
午
後
に
は
、《
ロ
ン
ギ
ヌ
ス
》（
図

13
）。
そ
し
て
日
没
前
に
は
、〔
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
〕
大
聖
堂
の
ス
テ
ン
ド
・
グ
ラ

ス
の
中
央
に
あ
る
鳩
（
図
14
）
の
ち
ょ
う
ど
真
後
ろ
を
太
陽
が
輝
き
わ
た
り
、
時

間
帯
と
黄
色
い
ガ
ラ
ス
の
せ
い
で
強
い
暖
色
を
帯
び
た
光
は
、
ブ
ロ
ン
ズ
製
の

智ケ
ル
ビ
ム

天
使
た
ち
の
渦
を
燃
え
る
よ
う
な
色
に
染
め
上
げ
る
。

　

だ
が
光
の
照
射
が
キ
リ
ス
ト
教
の
法
悦
と
は
別
の
意
味
を
も
担
っ
て
い
た
こ

と
は
、《
ア
ポ
ロ
と
ダ
フ
ネ
》（
図
15
）
の
よ
う
な
異
教
主
題
の
作
品
も
ま
た
、

ヴ
ィ
ッ
ラ
・
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
で
今
な
お
本
作
を
収
め
る
部
屋
の
、
長
壁
の
一
方
を
背

に
し
た
当
初
の
配
置
に
あ
っ
て
は
、
南
西
側
の
窓
か
ら
午
後
の
光
の
照
射
を
受
け

た
に
違
い
な
い
と
い
う
観
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
上
、
ア
ポ
ロ
と
ダ

フ
ネ
と
い
う
異
教
神
話
の
内
容
が
光
の
照
射
を
必
要
と
し
な
い
以
上
は
、
光
の
照

射
が
キ
リ
ス
ト
教
の
法
悦
に
も
こ
の
神
話
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
主
題
と

は
異
な
る
次
元
、
つ
ま
り
意
味
の
次
元
ゆ
え
で
は
な
い
か
と
問
う
て
み
る
必
要
が

あ
る
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
、
シ
ピ
オ
ー
ネ
・
ボ
ル
ゲ
ー
ゼ
枢
機
卿
〔
一
五
七
六
―
一
六
三
三

年
、
一
六
〇
五
年
よ
り
枢
機
卿
〕
に
よ
る
ベ
ル
ニ
ー
ニ
へ
の
委
嘱
に
つ
い
て
一
考
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
思
う
に
、
一
六
一
九
年
制
作
の
ア
イ
ネ
イ
ア
ー
ス
と
ア
ン

キ
セ
ス
の
群
像
（
図
16
）
に）

22
（

、
委
嘱
主
の
枢
機
卿
が
叔
父
に
当
た
る
在
位
中
の
教

皇
〔
パ
ウ
ル
ス
五
世
、
前
出
〕
に
提
供
し
た
扶
助
の
意
味
合
い
が

―
多
く
の
文
書

記
録
が
示
す
よ
う
に

―
与
え
ら
れ
て
い
た
以
上）

23
（

、
こ
の
委
嘱
主
の
個
人
的
寓
意

を
他
の
作
品

―
制
作
年
代
順
に
、《
プ
ル
ー
ト
ー
と
ペ
ル
セ
ポ
ネ
》（
一
六
二
一

―
二
二
年
）（
図
17
）、《
ア
ポ
ロ
と
ダ
フ
ネ
》（
一
六
二
二
―
二
五
年
の
間
）、《
ダ

ヴ
ィ
デ
》（
一
六
二
三
年
）（
図
18
））

24
（

―
に
も
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

う
ち
最
初
の
群
像
は
、
や
は
り
教
皇
を
叔
父
に
持
つ
枢
機
卿
時
代
（
一
六
二
一
―
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二
三
年
）

―
つ
ま
り
作
品
の
完
成
直
後

―
の
ル
ド
ヴ
ィ
コ
・
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ジ

〔
一
五
九
五
―
一
六
三
二
年
、
一
六
二
一
年
よ
り
枢
機
卿
。
叔
父
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
十
五
世
、

俗
名
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ
・
ル
ド
ヴ
ィ
ー
ジ
、
教
皇
在
位
一
六
二
一
―
二
三
年
〕
へ
の
寄
贈

作
品
で
あ
る
。
従
っ
て
、
お
そ
ら
く
《
ア
ポ
ロ
と
ダ
フ
ネ
》
は
こ
れ
を
引
き
継
ぐ

形
で
、《
ダ
ヴ
ィ
デ
》
に
よ
っ
て
完
結
す
る
図
像
上
の
議
論
の
前
半
部
分
と
し
て

発
注
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
オ
ッ
タ
ヴ
ィ
オ
・
リ
ヌ
ッ
チ
ー
ニ
の
高
名

な
「
ダ
フ
ネ
」
の
中
で
、
愛
ア
モ
ー
レを
嘲
笑
し
た
ア
ポ
ロ
に
対
し
、
ウ
ェ
ヌ
ス
は
就
中
、

「
訊
ね
る
が
よ
い
、
プ
ル
ー
ト
ー
に
訊
ね
る
が
よ
い
、〔
か
の
神
が
〕
無
事
で
あ
っ

た
か
否
か
を
」
と
叫
ぶ
。
そ
し
て
ア
ポ
ロ
も
ま
た
、
ダ
フ
ネ
に
対
し
「
恋
し
つ
つ

厭
わ
れ
し
者
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
の
苦
悩
を
身
を
も
っ
て
知
る
こ
と
に

な
る）

25
（

。
従
っ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
と
同
様
、
ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
《
プ
ル
ー
ト
ー
と
ペ
ル

セ
ポ
ネ
》
及
び
《
ア
ポ
ロ
と
ダ
フ
ネ
》
も
、
天
上
界
や
地
上
界
と
同
様
に
地
下
の

世
界
で
も
威
力
を
発
揮
す
る
生
殖
愛
を
例
示
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
そ

れ
は
と
り
わ
け
、
恋
し
つ
つ
も
思
い
を
遂
げ
得
ず
、
む
し
ろ
厭
わ
れ
る
者
に
も

た
ら
さ
れ
る
愛
の
苦
悩
の
例
示
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
聖
書
の
英
雄
で
あ
る

《
ダ
ヴ
ィ
デ
》
は
、
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
の
同
時
代
作
品
に
お
け
る
の
と
同
様
、
徳
と

美
の
結
び
付
き
が
、
低
次
〔
の
欲
望
〕
を
乗
り
越
え
た
愛
を
か
き
立
て
る
と
い
う

プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
的
な
含
意
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
も
し
バ
ル
デ
ィ
ヌ
ッ
チ

が
証
言
す
る
よ
う
に）

26
（

、《
ダ
ヴ
ィ
デ
》
が
作
者
の
相
貌
そ
の
も
の
を
備
え
て
い
た

と
す
れ
ば
、「
実
際
に
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
家
の
中
に
宝
を
見
出
し

た
と
（
中
略
）
考
え
た
」
委
嘱
主
こ
そ
は）

27
（

、
ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
中
に
バ
ル
デ
ィ
ヌ
ッ

チ
が
記
述
し
た
よ
う
な
美
徳

―
労
苦
や
厳
格
な
学
習
に
よ
っ
て
守
ら
れ
た
「
優

れ
た
精
神）

28
（

」

―
を
見
出
し
て
こ
れ
を
愛
し
た
本
人
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
希
有
な
相
貌
の
ひ
と
つ
（
だ
が
あ
え
て
言
う
な
ら
、
マ
リ
ー
ノ
の

幻
惑
的
イ
メ
ー
ジ
が
刻
み
つ
け
ら
れ
た
文
化
圏
の
中
で
は
、
こ
う
し
た
相
貌
は
十

分
な
評
価
を
受
け
て
い
た
）
に
お
い
て
は
、
魂
が
ひ
と
き
わ
強
烈
な
光
の
宝
石
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
肉
体
が
も
っ
と
も
純
粋
な
土
か
ら
成
る
が
ゆ
え
に
、
魂
は

両
眼
か
ら
輝
き
出
で
て
、「
そ
の
光
は
お
ろ
か
そ
の
反
射
光
す
ら
、
も
っ
と
も
頑

強
な
瞳
が
か
ろ
う
じ
て
耐
え
ら
れ
る
ほ
ど
」
強
烈
で
あ
る
と
い
う）

29
（

。

　

だ
が
《
ア
ポ
ロ
と
ダ
フ
ネ
》
が
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
、
肉
体
の
愛
が

も
た
ら
す
苦
悩
に
対
し
、
マ
ッ
フ
ェ
オ
・
バ
ル
ベ
リ
ー
ニ
〔
一
六
三
一
―
八
五
年
、

一
六
二
三
年
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
八
世
と
し
て
教
皇
即
位
〕
は
〔
こ
の
作
品
の
〕
礎
石
に
刻
ま

せ
た
二
行
の
詩
に
お
い
て
、
彼
の
詩
に
常
に
見
ら
れ
る
厳
粛
な
調
子
で
、
美
の
短

命
さ
お
よ
び
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
崩
壊
と
い
う
観
念
に
言
い
及
ん
で
い
る
。
こ
の

詩
文
が
刻
ま
れ
た
時
点
で
、
そ
の
作
者
は
す
で
に
ウ
ル
バ
ヌ
ス
八
世
と
し
て
即
位

し
て
い
た
の
で
、〔
こ
の
記
銘
は
〕
お
そ
ら
く
作
品
を
そ
の
注
釈
者
と
同
じ
偉
大
さ

に
よ
っ
て
飾
る
た
め
に
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
（「
恋
す
る
者
は
み
な
、
は
か
な
き

外
形
の
喜
び
を
追
い
求
め
る
／
手
は
葉
を
茂
ら
せ
、
ま
た
苦
き
果
実
を
刈
り
取

る
」）。
ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
教
養
の
基
礎
を
形
成
し
た
人
物
に
よ
っ
て
韜
晦
的
な
が
ら

も
客
観
的
に
表
現
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
思
想
の
展
開
は
、
お
そ
ら
く
美
術
家
の
意
図

の
中
に
隠
さ
れ
た
意
味
、
主
題
の
種
類
こ
そ
異
な
れ
、
い
ず
れ
も
が
光
の
照
射
に

曝
さ
れ
た
上
記
の
全
作
品
に
認
め
う
る
意
味
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
導
く
こ
と
に
な
ろ

う
。

　

短
さ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
光
の
照
射
の
時
間
的
な
短
さ
と
、
季
節
が
過
ぎ
行
く

迅
速
さ

―
雲
や
、
窓
の
向
き
・
大
き
さ
・
形
、
ま
た
偶
然
建
築
に
遮
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
行
程
を
変
え
る
太
陽
光
線
と
の
関
係
に
応
じ
て
条
件

づ
け
ら
れ
る

―
は
、
彫
刻
を
正
し
く
観
察
し
う
る
唯
一
の
地
点
の
空
間
的
な
小

さ
さ
と
一
致
す
る
。
従
っ
て
、
光
の
照
射
状
況
の
そ
の
よ
う
な
時
間
的
・
空
間
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的
条
件
付
け
、
存
在
性
そ
の
も
の
の
規
定
と
も
言
い
う
る
こ
の
よ
う
な
条
件
付
け

は
、
人
が
地
上
的
生
に
没
頭
し
て
い
る
状
況
下
で
の
、
肉
体
的
愛
、
薔
薇
の
花
が

示
す
よ
う
な
美
、
精
神
性
へ
と
浸
透
す
る
美
、
若
さ
そ
れ
自
体
、
そ
し
て
神
秘
的

法
悦
そ
の
も
の
を
、
作
品
の
主
題
に
含
む
こ
と
に
な
る）

30
（

。

　
（
バ
ル
デ
ィ
ヌ
ッ
チ
の
記
憶
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
フ
ェ
オ
・
バ
ル
ベ
リ
ー
ニ
は
ダ

フ
ネ
の
裸
体
が
あ
ま
り
に
も
魅
力
的
な
た
め
、
観
者
の
精
神
を
満
足
感
へ
と
逸
ら

し
て
し
ま
う
と
考
え
た
と
い
う）

31
（

。
詩
的
に
形
容
す
る
な
ら
、
恋
心
に
燃
え
た
若
き

日
の
ベ
ル
ニ
ー
ニ
は
、
女
性
の
裸
体
の
薔
薇
の
花
に
似
た
美
し
さ
を
も
、
そ
こ
に

は
か
な
さ
の
認
識
を
当
て
は
め
る
こ
と
を
も
切
望
し
て
い
た
が
、
ダ
フ
ネ
の
場
合

は
一
般
的
な
形
而
上
的
意
図
か
ら
離
れ
て
、
悲
歌
の
効
果
を
も
獲
得
し
た
と
言
え

よ
う
）。

　

光
の
照
射
の
持
続
時
間
の
短
さ
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
詩
の
中
で
の
よ
う
に
、

そ
れ
以
外
の
時
間
帯
の
持
続
の
長
さ
を
、
炎
の
燃
え
か
す
の
よ
う
に
無
意
味
な
も

の
に
変
え
て
し
ま
う
。

　

 

《
ダ
フ
ネ
》
の
記
銘
に
お
い
て
も
考
察
さ
れ
た
こ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
崩
壊

を
意
味
す
る
時
間
帯
は
、
照
射
光
に
取
っ
て
代
わ
る
、
持
続
的
だ
が
も
っ
と
弱
い

光
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
思
う
に
そ
れ
は
美
術
そ
れ
自
体
と
関
わ
る
性
質
を
持

つ
。
美
術
の
虚
構
的
な
性
質
に
つ
い
て
、
バ
ル
デ
ィ
ヌ
ッ
チ
は
ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
明

確
な
言
葉
を
伝
え
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
彫
刻
家
が
言
う
に
は
、「
美
術
と
は
、

す
べ
て
が
偽
物
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
本
物
に
見
え
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ

る）
32
（

」。
ま
た
絵
画
は
彫
刻
よ
り
優
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
絵
画
は
存
在
し
な
い

も
の
を
も
表
す
こ
と
が
で
き
る
」
し
、「
顔
を
白
く
塗
っ
た
男
は
元
の
姿
と
似
て

も
似
つ
か
な
い
が
、
白
大
理
石
の
彫
刻
は
元
の
人
物
に
そ
っ
く
り
に
な
る
」
か
ら

で
あ
る）

33
（

。
だ
が
美
術
が
持
つ
こ
の
虚
構
的
性
質
は
、
造
形
作
品
に
よ
っ
て
も
、
つ

ま
り
規
定
の
視
点
を
離
れ
る
や
否
や
、
未
完
成
部
分
や
形
態
上
の
矛
盾
、
そ
れ
に

（
明
暗
効
果
を
生
む
た
め
の
照
射
光
を
通
す
開
か
れ
た
窓
の
よ
う
な
）
仕
掛
け
が

直
ち
に
観
者
の
目
に
映
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
。
ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
発
言
に

よ
れ
ば
彫
刻
以
上
に
人
間
の
眼
を
欺
き
う
る
と
さ
れ
る
絵
画
は
、
時
に
は
（
例
え

ば
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
イ
ン
・
ル
チ
ー
ナ
聖
堂
〔
図
19
〕
で
の
よ
う
に
）
天
使

の
彫
像
が
支
え
持
つ
額
に
縁
取
ら
れ
た
対
象
と
し
て
、
つ
ま
り
虚
構
の
イ
メ
ー
ジ

と
し
て
呈
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
美
術
領
域
を
、
人
目
を

欺
く
困
難
さ
に
お
い
て
等
価
と
み
な
し
て
い
る
。

　

長
期
的
視
点
か
ら
見
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
い
、
人
物
の
瞬
間
的
な
表
情
や
動
き

〔
の
追
求
〕
を
選
択
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
、
美
術
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
幻
想
を
打

ち
砕
く
〔
効
果
を
有
す
る
〕。

　

だ
が
、
そ
の
一
方
。
虚
構
性
が
暴
露
さ
れ
、
短
時
間
し
か
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を

抱
か
せ
得
な
い
こ
の
美
術
に
対
し
、
ベ
ル
ニ
ー
ニ
は
至
上
の
愛
を
注
ぐ
（
バ
ル

デ
ィ
ヌ
ッ
チ
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
七
時
間
ぶ
っ
続
け
で
大
理
石
と
取
り
組
み
、
あ

る
と
き
ひ
と
り
の
助
手
が
「
彼
を
仕
事
か
ら
離
れ
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、〔
彼
は
〕

こ
う
言
っ
て
抗
う
の
だ
っ
た
。『
私
を
こ
こ
に
居
さ
せ
て
く
れ
、
私
は
恋
を
し
て

し
ま
っ
た
の
だ）

34
（

』」）。
そ
の
た
め
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
崩
壊
を
意
味
す
る
時
間

帯
の
長
さ
さ
え
も
、
特
殊
な
創
意
工
夫
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
。
そ
れ
は
彫
像
に

光
が
照
射
さ
れ
る
短
い
瞬
間
よ
り
も
持
続
的
な
照
射
状
況
に
関
わ
る
も
の
で
あ

る
。〔
そ
の
ひ
と
つ
が
〕
北
か
ら
の
間
接
光
線
で
、
こ
の
種
の
光
は
こ
の
目
的
で
開

か
れ
た
窓
か
ら
〔
差
し
込
ん
で
来
て
〕、《
聖
女
ビ
ビ
ア
ー
ナ
》
や
《
ル
ド
ヴ
ィ
カ
・

ア
ル
ベ
ル
ト
ー
ニ
》
の
造
形
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
。〔
も
う
ひ
と
つ
は
〕
も
っ
と
も

近
い
側
面
の
窓
か
ら
得
ら
れ
る
、
作
品
の
手
前
を
頻
繁
に
通
過
す
る
カ
ー
テ
ン
状

の
光
の
絵
画
的
な
効
果
で
あ
る
（
五
）
。
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こ
れ
ら
す
べ
て
は
、
マ
ッ
フ
ェ
オ
・
バ
ル
ベ
リ
ー
ニ
自
身
が
そ
の
ソ
ネ
ッ
ト

三
十
二
番
で
ロ
ー
マ
の
記
念
碑
の
廃
墟
を
は
か
な
さ
の
例
証
と
し
て
挙
げ
た
こ

と
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
そ
こ
に
曰
く
、「
古
代
ロ
ー
マ
の
廃
墟
か
ら
は
、
地
上

的
事
物
が
ほ
と
ん
ど
永
続
性
を
持
た
な
い
こ
と
が
認
識
で
き
る）

35
（

」。
と
は
い
え

彼
は
、
一
族
の
邸
宅
の
庭
園
に
、
そ
の
廃
墟
か
ら
成
る
虚
構
〔
の
空
間
〕
を
建
造

さ
せ
て
い
る
。
そ
う
し
た
〔
具
体
的
な
〕
作
業
を
通
じ
て
〔
廃
墟
に
賦
与
さ
れ
た
〕

肯
定
的
性
格
は
、
あ
の
幾
度
も
表
明
さ
れ
た
は
か
な
さ
と
幻
想
に
対
す
る
自
覚

と
、
た
だ
雅
マ
ニ
ャ
ニ
ミ
タ
量
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
結
び
つ
く
。
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
・
テ
ザ
ウ
ロ

〔
一
五
九
二
―
一
六
七
五
年
、
ト
リ
ノ
出
身
の
詩
人
、
劇
作
家
、
修
辞
学
者
〕
は
偉
大
な

仕
事
の
属
性
と
し
て
、
雅
量
を
壮
マ
ニ
フ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ

観
さ
よ
り
高
く
評
価
し
た
。
壮
観
さ
は
「
仕

事
の
偉
大
さ
を
糧
と
し
」、
そ
れ
を
基
準
に
測
ら
れ
る
。
一
方
、
雅
量
は
「
見
定

め
が
た
い
他
者
の
見
解
を
は
っ
き
り
外
に
示
し
た
も
の
が
名
誉
な
の
だ
と
知
っ
て

お
り
（
中
略
）
ま
た
そ
う
考
え
て
い
る
。
財
産
が
運
命
そ
れ
自
体
の
車
輪
よ
り
も

不
安
定
な
も
の
だ
と
知
っ
て
い
る
。
高
位
高
官
の
絶
頂
が
高
い
ほ
ど
、
そ
の
転
落

も
ま
た
深
い
と
知
っ
て
い
る
」。
ま
た
雅
量
は
「
名
誉
を
糧
と
し
て
偉
大
な
仕
事

を
な
す
」。
な
ぜ
な
ら
作
業
で
は
な
く
魂
を
基
準
と
す
る
か
ら
で
あ
る）

36
（

。
と
す
れ

ば
ベ
ル
ニ
ー
ニ
に
と
っ
て
も

―
〔
は
か
な
さ
と
い
う
〕
メ
ラ
ン
コ
リ
ッ
ク
な
性
格

と
と
も
に
、
存
在
物
に
常
に
内
在
す
る
危
機
と
対
決
す
る
魂
を
備
え
た
ベ
ル
ニ
ー

ニ
に
と
っ
て
も
、
雅
量
は
同
様
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
。

C
. D

el B
ravo, Sul significato della luce nel C

aravaggio e in G
ianlorenzo 

B
ernini (1983), in Idem

, Le risposte dell’arte, Firenze, Sansoni, 1985, 

pp.179-188.

原
註

（
１
） M

. C
alvesi, C

aravaggio o la ricerca della salvazione, “Storia 

dell ’arte ”, 1971, p.93 ss.; M
. C

alvesi, Letture iconologiche del C
a-

ravaggio, “A
tti del C

onvegno internazionale di studi caravagge-

schi di B
ergam

o ” (1974), 1975, p.75 ss.

（
２
） M

. C
alvesi, op. cit., 1971, pp.115, 118.

（
３
） M

. C
alvesi, op. cit.,  1971, p.93.

（
４
） G

. A
. D

ell'A
cqua, Interpreti del C

aravaggio antichi e nuovi, “A
tti 

del C
onvegno ” etc. cit., p.155.

（
５
） M

. C
alvesi, op. cit., 1971, p.139.

（
６
） 

以
下
を
参
照
。J. D

e Tonquédec, Q
uestions de cosm

ologie et de 

physique chez A
ristote et Saint T

hom
as, Paris 1950, cap.II.

（
７
） D

. B
añes, D

e fide, spe, et charitate... Scholastica com
m

entaria in 

Secundam
 Secundae A

ngelici D
octoris partem

, quae ad quaestio-

nem
 quadragesim

am
 sextam

 protenduntur etc., Salm
anticae 1584, 

I, 1, decisio auctoris (ediz. Venetiis 1602, II, col.13e).

（
８
） D

. B
añes, Scholastica com

m
entaria in Prim

am
 partem

 A
ngelici 

D
octoris D

ivi T
hom

ae usque ad sexagesim
am

 quartam
 quaestio-

nem
 com

plectentia, R
om

ae 1584, com
m

ento a I, X
II, 6 (ediz. Vene-

tiis 1602, I, col.339a).
（
９
） Tom

m
aso d'A

quino, Sum
m

a theologica, I, X
X

III, 5, riportato in D
. 

B
añes, Scholastica com

m
entaria etc. cit., al luogo relativo (ediz. 

Venetiis 1602, I, col.631b).

（
10
） D

.B
añes, D

e fide etc. cit., com
m

ento a II-II, X
X

III, 2 (ediz. Veneti-



79

五　浦　論　叢　第　24　号

is 1602, II, col.720b).
（
11
） D

. B
añes, ivi, col.720c.

（
12
） D

. B
añes, Scholastica com

m
entaria in Prim

am
 partem

 etc. cit., 

com
m

ento a I, X
IX

, 11 (ediz. Venetiis 1602, I, col.570c-d).

（
13
） D

. B
añes, D

e fide etc. cit., com
m

ento a II-II,X
X

IV, 6 (ediz. Venetiis 

1602, II, col.801c).

（
14
） F. Passero, L’E

ssam
erone, Venetia 1609, p.16-17: 

た
だ
し
、
よ
り
一

般
的
に
はpp.15-19

を
参
照
。

（
15
） T. Tasso, D

el m
ondo creato, I, vv.489-497, passim

.

（
16
） J. de C

ontreras, La penetracion del tenebrism
o en E

spaña, “C
ollo-

quio sul tem
a C

aravaggio e i caravaggeschi ” (R
om

a, A
ccadem

ia 

N
azionale dei Lincei, 1973), 1974, p.45 ss.; A

. E
. Pérez Sánchez, 

C
aravaggio y los C

aravaggistas en la pintura española, ivi, p.57 ss.

（
17
） Tom

m
aso d'A

quino, com
m

ento ad A
ristotele, D

e m
em

oria et re-

m
iniscentia, lectio III.

（
18
） C

. Iansenii A
ugustinus,Lovanii 1640, III, V

III, 1.

（
19
） J. M

anilli, V
illa B

orghese fuori di Porta Pinciana etc., R
om

a 1650, 

p.67.

（
20
） C

. D
el B

ravo, Valentin (1979), in Idem
, Le risposte dell’arte, Fi-

renze 1985, p.210 ss.

〔
拙
訳
「
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
」、『
五
浦
論
叢
』、
十
六
号
、

二
〇
〇
九
年
、
二
二
七
頁
以
下
〕

（
21
） P. Fréart de C

hantelou, Journal du voyage du C
avalier B

ernin en 

France, a cura di L. Lalanne, Paris 1885, p.202.

（
22
） 

以
下
を
参
照
。I. Faldi, N

ote sulle sculture borghesiane del B
ernini, 

“B
olletino d ’arte ”, 1953, p.143.

（
23
） R

. Preim
esberger, Pignus im

perii. E
in B

eitrag zu B
erninis A

e-

neasgruppe, in Festschrift W
. B

raunfels, T
übingen 1977, p.315 ss.

（
24
） 

こ
の
年
代
設
定
はI. Faldi, op. cit., p.143

と
同
じ
著
者
のN

uove note 

sul B
ernini, “B

ollettino d ’arte ”, 1953, pp.310-311

を
参
照
。

（
25
） O

. R
inuccini, La D

afne (ediz. Firenze 1810, pp.12, 22).

（
26
） F. B

aldinucci,  V
ita del cavaliere G

io. Lorenzo B
ernino, a cura di S. 

Sam
ek Ludovici, M

ilano 1948, p.78.

（
27
） F. B

aldinucci, op. cit., p.78.

（
28
） F. B

aldinucci, op. cit., p.72.

（
29
） F. B

aldinucci, op. cit., pp.71-72.

（
30
） R

. W
ittkow

er, A
rt and A

rchitecture in Italy 1600 to 1750, G
reat 

B
ritain 1958, p.104

の
以
下
の
章
句
は
忘
れ
が
た
い
。「
従
っ
て
照
射
光

は
、
演
じ
ら
れ
た
場
面
が
一
時
的
な
も
の
だ
と
い
う
感
覚
を
観
者
が
抱
く

助
け
と
な
る
。
私
た
ち
は
神
の
『
照
明
』
の
瞬
間
が
過
ぎ
て
い
く
こ
と
を
、

そ
の
到
来
の
際
に
理
解
す
る
の
だ
」。

（
31
） F. B

aldinucci, op. cit., p.79.

（
32
） F. B

aldinucci, op. cit., p.151.

（
33
） F. B

aldinucci, op. cit., pp.145-146.
（
34
） F. B

aldinucci, op. cit., p.139.
（
35
） M

. B
arberino, Poesie toscane, a cura di A

. B
rogiotti, R

om
a 1635.

（
36
） E

. Tesauro, La filosofia m
orale derivata dall’alto fonte del grande 

A
ristotele Stagirita, M

acerata 1675, p.161 ss.: 

特
にpp.166, 173, 

186-188.
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カラヴァッジョとジャンロレンツォ・ベルニーニにおける光の意味

訳
註

（
一
） 
こ
の
場
合
、
字
義
（lettera

）
と
は
光
そ
の
も
の
の
描
写
、
寓
意
と
は
光

が
も
つ
恩
寵
と
い
う
意
味
内
容
を
指
す
。
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
画
中
の
光

を
そ
の
ま
ま
恩
寵
の
光
と
一
致
さ
せ
て
考
え
る
カ
ル
ヴ
ェ
ー
ジ
の
解
釈

を
、
デ
ル
・
ブ
ラ
ー
ヴ
ォ
は
受
け
入
れ
な
い
。

（
二
） 

著
者
の
先
行
論
文
「
ブ
ル
ネ
レ
ス
キ
と
希
望
」（
一
九
八
一
年
）
の
次
の

一
節
を
参
照
。「
ト
マ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
挙
げ
る
板
絵
に
描
か

れ
た
動
物
の
例
を
、
つ
ま
り
描
か
れ
た
動
物
で
あ
る
と
同
時
に
現
実
の
動

物
の
似
像
で
も
あ
る
動
物
の
例
を
引
き
あ
い
に
出
し
、
そ
こ
に
註
釈
を
加

え
る
。
つ
ま
り
描
か
れ
た
動
物
と
し
て
の
考
察
と
、
現
実
の
動
物
の
似
像

と
し
て
の
考
察
と
は
別
の
事
柄
だ
と
指
摘
す
る
」（
拙
訳
「
ブ
ル
ネ
レ
ス

キ
と
希
望
」、『
五
浦
論
叢
』、
二
十
二
号
、
二
〇
一
五
年
、
九
九
頁
）。

（
三
） 

著
者
の
先
行
論
文
「
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
」
を
参
照
。「『
勝
利
者
』
の
下
に

屈
服
す
る
姿
で
自
分
を
表
し
た
（
中
略
）
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
、
ジ
ャ
ン

ノ
ッ
テ
ィ
の
『
対
話
』
の
中
で
自
分
の
口
か
ら
発
せ
ら
れ
る
次
の
言
葉
を

視
覚
化
し
た
の
で
あ
る
。「
な
ん
ら
か
の
美
徳
を
備
え
て
い
た
り
、
な
ん

ら
か
の
天
才
的
な
手
腕
を
示
し
た
り
、
他
の
者
よ
り
当
を
得
た
言
動
を

な
す
者
を
見
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
こ
の
者
を
愛
さ
ず
に
は
お
れ
ず
、
そ

の
虜
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
自
分
が
も
は
や
自
分
の
も
の
で
は
な
く
、

す
っ
か
り
彼
の
所
有
物
と
な
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
す
」（
拙
訳
「
ヴ
ァ
ラ

ン
タ
ン
」、『
五
浦
論
叢
』、
十
六
号
、
二
〇
〇
九
年
、
二
二
九
頁
）。

（
四
） 

ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
パ
ト
ロ
ン
と
し
て
知
ら
れ
る
シ
ャ
ン
ト
ル
ー
が
、
こ
の
彫

刻
家
の
一
六
六
五
年
の
パ
リ
訪
問
に
つ
い
て
記
述
し
た
重
要
な
一
次
史

料
。

（
五
） 

ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
作
品
は
光
の
直
接
照
射
を
受
け
る
と
き
に
、
そ
の
時
間
の

短
さ
に
由
来
す
る
は
か
な
さ
と
い
う
寓
意
的
意
味
を
帯
び
る
（
例
え
ば

《
ア
ポ
ロ
と
ダ
フ
ネ
》
な
ら
ば
、
黄
昏
時
の
直
接
照
射
時
に
、
愛
の
至
福

の
短
さ
と
い
う
寓
意
的
意
味
を
帯
び
る
）。
そ
れ
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の

時
間
帯

―
直
接
照
射
で
は
な
く
空
間
全
体
に
満
ち
る
弱
い
照
明
光
か
、

観
者
と
彫
刻
の
間
を
横
切
る
カ
ー
テ
ン
状
の
光
を
受
け
る
時
間
帯

―
に

は
、
照
射
時
の
幻
覚
の
虚
構
性
が
暴
露
さ
れ
、
も
は
や
寓
意
的
意
味
を
保

ち
得
な
い
た
め
、
作
品
の
造
形
的
価
値
そ
の
も
の
だ
け
が
問
題
と
な
る
。

ベ
ル
ニ
ー
ニ
が
美
術
に
注
ぐ
愛
は
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
た
め
、
こ
の

長
い
幻
滅
の
時
間
帯
に
さ
え
も
大
き
な
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。

図
版
出
典
（photographic references

）

―1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18 (G
. B

onsanti, C
aravaggio, A

ntella 1991)

―3, 5, 6 (C
. D

el B
ravo, Sul significato della luce nel C

aravaggio e in 

G
ianlorenzo B

ernini, “A
rtibus et historiae ”, 7, 1983, pp.69-77)

―4 (A
. O

ttino della C
hiesa, L’opera com

pleta del C
aravaggio, M

ilano 

1967)

―7, 19 (M
aurizio e M

arcello Fagiolo dell'A
rco, B

ernini. U
na introduzio-

ne al gran teatro del barocco, R
om

a 1967)
―8, 11, 13 (H

. K
auffm

ann, G
iovanni Lorenzo B

ernini –D
ie figürlichen 

K
om

positionen, B
erlin 1970)

―9, 10 (I. Lavin, B
ernini and the U

nity of the V
isual A

rts, N
ew

 York-

London 1980)
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解
題

　

本
稿
は
十
七
世
紀
イ
タ
リ
ア
美
術
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
画
家
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ

ジ
ョ
と
彫
刻
家
ジ
ャ
ン
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ベ
ル
ニ
ー
ニ
と
い
う
二
大
巨
匠
の
光
の
使

用
を
人
文
主
義
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
デ
ル
・
ブ
ラ
ー
ヴ
ォ
な
ら
で
は
の
論

考
で
あ
る
。
し
か
し
「
光
の
意
味
」
と
い
う
共
通
点
こ
そ
あ
れ
、
論
考
の
前
半
と

後
半
は
実
質
的
に
別
個
の
内
容
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

　

ま
ず
前
半
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
解
釈
は
、
す
で
に
同
時
代
か
ら
徹
底
的
な
自
然

主
義
者
と
評
さ
れ
て
き
た
こ
の
画
家
を
、「
リ
ア
リ
ズ
ム
」
の
烙
印
か
ら
解
き
放

つ
先
駆
的
な
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
画
中
の
光

を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
風
の
恩
寵
と
救
済
の
寓
意
と
直
接
的
に
解
釈
す
る
カ
ル

ヴ
ェ
ー
ジ
の
先
例
は
斥
け
ら
れ
る
。
デ
ル
・
ブ
ラ
ー
ヴ
ォ
は
当
時
ア
ク
チ
ュ
ア
ル

な
問
題
で
あ
っ
た
、
恩
寵
と
自
由
意
志
の
い
ず
れ
を
優
先
す
る
か
を
め
ぐ
る
第
二

期
ス
コ
ラ
学
の
神
学
論
争
と
い
う
文
脈
の
中
で
、
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
の
光
の
使
用

を
ド
ミ
ン
ゴ
・
バ
ニ
ェ
ス
の
恩
寵
説
と
関
連
づ
け
る
。
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
が
展
開

し
た
光
と
闇
の
対
比
表
現
そ
の
も
の
が
、
そ
し
て
光
に
対
す
る
闇
の
相
対
的
氾
濫

が
、
人
類
の
大
半
が
救
済
に
十
全
な
か
た
ち
で
は
与
り
得
な
い
と
い
う
ペ
シ
ミ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
思
想
を
示
す
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
ト
ル
ク

ワ
ー
ト
・
タ
ッ
ソ
の
「
世
界
の
創
造
」（
一
五
九
二
年
）
に
詠
わ
れ
た
、
感
覚
で

捕
捉
可
能
な
光
と
対
比
さ
れ
る
天
上
界
の
光
は
、
前
世
代
の
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
や

ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
カ
ラ
ッ
チ
ら
に
適
用
さ
れ
る
。　

　

デ
ル
・
ブ
ラ
ー
ヴ
ォ
は
「
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン
」（
一
九
七
九
年
）
で
包
括
的
図
像

解
釈
の
手
法
を
確
立
し
た
後
、
本
稿
や
「
夜
の
光
の
絵
画
」（
一
九
八
四
年
）
な

ど
、
相
次
い
で
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
派
の
画
家
た
ち
を
取
り
上
げ
た
。
本
稿
で
の
カ

ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
解
釈
は
ス
コ
ラ
学
の
最
高
権
威
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
を
経
由
し

た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
見
解
に
依
拠
し
て
、
絵
画
主
題
と
絵
画
表
現
を
別
次
元
の

も
の
と
し
て
峻
別
し
て
い
る
た
め
、
個
々
の
画
題
に
つ
い
て
の
論
究
が
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
。
わ
ず
か
に
最
晩
年
の
《
ゴ
リ
ア
テ
の
首
を
も
つ
ダ
ヴ
ィ
デ
》
が

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
起
源
の
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

そ
の
点
、
本
稿
の
続
篇
と
も
言
う
べ
き
「
チ
ェ
ッ
コ
・
デ
ル
・
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
」

（
一
九
八
五
年
）
や
、や
は
り
図
像
解
釈
と
い
う
よ
り
表
現
解
釈
を
め
ざ
し
た
「
ポ

ン
ト
ル
モ
か
ら
ブ
ロ
ン
ズ
ィ
ー
ノ
へ
」（
一
九
八
五
年
）
に
お
け
る
探
求
を
思
い

起
こ
さ
せ
る
。

　

論
考
後
半
の
ベ
ル
ニ
ー
ニ
論
は
、
巨
匠
の
作
品
に
関
わ
る
三
種
類
の
光

―
直

接
照
射
、
全
体
照
明
、
作
品
の
手
前
を
横
切
る
カ
ー
テ
ン
状
の
通
過
光

―
の
区

別
か
ら
始
ま
る
。
ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
の
法
悦
を
表
し
た
作
品
の
主
題
を
一
日
の
特

定
の
瞬
間
に
完
結
さ
せ
る
直
接
照
射
光
の
例
が
示
さ
れ
る
。神
話
主
題
の
場
合
も
、

ベ
ル
ニ
ー
ニ
の
作
品
は
光
の
直
接
照
射
を
受
け
る
と
き
に
、
そ
の
時
間
の
短
さ
に

由
来
す
る
は
か
な
さ
と
い
う
寓
意
的
意
味
を
帯
び
る
。
例
え
ば
《
ア
ポ
ロ
と
ダ
フ

ネ
》
は
、
黄
昏
時
の
直
接
照
射
時
に
、
愛
の
至
福
の
短
さ
と
い
う
寓
意
的
意
味
を

帯
び
る
。
そ
れ
は
同
作
品
の
礎
石
に
マ
ッ
フ
ェ
オ
・
バ
ル
ベ
リ
ー
ニ
が
刻
ま
せ
た

「
は
か
な
き
外
形
の
喜
び
」
に
寄
せ
る
ス
ト
ア
風
の
認
識
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ

る
。
一
方
、
そ
れ
以
外
の
時
間
帯

―
直
接
照
射
で
は
な
く
空
間
全
体
に
満
ち
る

弱
い
照
明
光
か
、
観
者
と
彫
刻
の
間
を
横
切
る
カ
ー
テ
ン
状
の
光
を
受
け
る
時
間

帯

―
に
は
、
照
射
時
の
幻
覚
の
虚
構
性

―
バ
ル
デ
ィ
ヌ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
ベ

ル
ニ
ー
ニ
自
身
が
美
術
の
虚
構
性
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う

―
が
暴
露
さ
れ
、

も
は
や
寓
意
的
意
味
を
保
ち
得
な
い
た
め
、
作
品
の
造
形
的
価
値
そ
の
も
の
だ
け

が
問
題
と
な
る
。
ベ
ル
ニ
ー
ニ
が
美
術
に
注
ぐ
愛
は
あ
ま
り
に
も
大
き
か
っ
た
た

め
、
こ
の
長
い
幻
滅
の
時
間
帯
に
さ
え
も
大
き
な
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
。
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本
稿
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
解
釈
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
思
想
の
、
潜

勢
態
か
ら
現
実
態
へ
の
移
行
に
関
わ
る
議
論
は
、「
チ
ェ
ッ
コ
・
デ
ル
・
カ
ラ

ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
」、「
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
」、
さ
ら
に
は
「
ロ
レ
ン
ツ
ォ
と
『
父
と
叔

父
の
』
記
念
碑
」
に
お
い
て
引
き
続
き
考
察
さ
れ
る
な
ど
、
暗
地
背
景
画
の
解

釈
を
デ
ル
・
ブ
ラ
ー
ヴ
ォ
が
発
想
す
る
端
緒
と
な
っ
た
。
ま
た
ベ
ル
ニ
ー
ニ
解

釈
に
お
け
る
美
術
の
虚
構
性
と
い
う
ス
ト
ア
風
認
識
も
、「
チ
ェ
ッ
コ
・
デ
ル
・

カ
ラ
ヴ
ァ
ッ
ジ
ョ
」
の
解
釈
に
直
接
適
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
本
稿
は
、

以
後
の
デ
ル
・
ブ
ラ
ー
ヴ
ォ
の
解
釈
に
と
り
発
展
史
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め

る
と
言
え
よ
う
。

  〔
か
い　

の
り
ゆ
き
／
所
員
・
本
学
教
育
学
部
教
授
〕


