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　（
１
）

　
ル
ー
マ
ニ
ア
の
著
名
な
イ
タ
リ
ア
研
究
者
だ
っ
たAlexandru 

M
arcu (1894-1955) 

はarte

と
い
う
単
語
を
使
っ
た
書
名
に
お

い
て
、
こ
のarte

を
造
形
芸
術
の
み
に
使
う
の
で
な
く
、
実
生
活

レ
ベ
ル
で
の
審
美
的
表
現
全
体
の
諸
価
値
と
ル
ネ
サ
ン
ス
の
新
た
な

人
間
間
の
関
係
を
言
い
表
す
た
め
に
用
い
る
と
述
べ
て
い
る
（
１
）

。
そ
れ

は
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
こ
と
で
あ
り
、
刊
行
年
一
九
四
三
年
は
イ

タ
リ
ア
現
代
史
の
転
換
点
と
な
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
半

ば
過
ぎ
に
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
の
古
典
と
な
る
書
を
公
刊
し
たJacob 

Burckhardt  (1818-1897 （
２
）

) 

の
影
響
が
色
濃
い
著
作
だ
が
、
そ
の

な
か
でL’arte dei giardini

に
一
章
を
捧
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

同
文
化
で
の
庭
園
が
描
写
さ
れ
、
そ
の
意
義
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
魅
力
は
多
様
な
面
に
現
わ
れ
、
庭
園

文
化
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
も
う
一
冊
、
幾
ら
か
新
し
い
書
物

を
紹
介
し
よ
う
。
ま
だ
評
者
が
学
部
生
の
頃
に
出
た
本
で
、
庭
園
を

含
め
た
景
観
、landscape

の
歴
史
を
リ
ー
ド
し
た
研
究
者
た
ち
の

論
文
集
成
と
な
っ
て
い
る
（
３
）
。
題
名
に
は
庭
園
の
単
語
し
か
現
れ
て
い

な
い
が
、
遊
び
紙
にFirst D

um
barton O

aks C
olloquium

 on 
the H

istory of Landscape Architecture

の
文
字
が
現
わ
れ

る
。
そ
し
て
編
集
者
は
イ
タ
リ
ア
の
建
築
と
庭
園
の
研
究
に
画
期
を

も
た
ら
し
た
学
者
、D

avid R. C
offin (1918-2003) 

で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
寄
稿
者
た
ち
はEugenio Battisti (1924-1989), 

E
lisabeth M

acD
ougall (1925-2003), G

iorgina M
asson 

(1912-1980), 

そ
し
てLionello Puppi (1931-2018) 

の
四
名

で
こ
の
当
時
の
代
表
的
研
究
者
が
名
を
連
ね
て
い
る
。
プ
ッ
ピ
は

い
か
に
も
イ
タ
リ
ア
的
な
大
学
人
で
左
翼
の
政
治
家
で
も
あ
っ
た
。

コ
ッ
フ
ィ
ン
は
序
で
、
二
〇
世
紀
初
頭
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
イ

タ
リ
ア
庭
園
研
究
の
歴
史
と
研
究
者
た
ち
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
言

明
し
て
い
な
い
も
の
の
、
ナ
チ
ズ
ム
と
の
関
係
が
深
ま
る
時
代
に

フ
ァ
シ
ズ
ム
政
権
下
で
の
庭
園
史
研
究
の
頓
挫
が
暗
示
さ
れ
る
。
な

お
こ
のD

um
barton O

aks G
arden

は
世
界
的
に
有
名
で
あ
り
、

D
um

barton O
aks

の
名
を
冠
し
て
出
た
こ
と
は
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク

で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
名
の
出
た
研
究
者
な
ど
の
庭
園
関
連
の
著
述
に
言
及
し

書
　
評

桑
木
野
幸
司 

著

『
ル
ネ
サ
ン
ス
庭
園
の
精
神
史
』

（
白
水
社
、
二
〇
一
九
年
）

根
占
　
献
一
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史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）

て
、
研
究
の
一
端
を
覗
い
て
み
た
い
。
先
ず
コ
ッ
フ
ィ
ン
は
手
元
に

あ
る
三
冊
か
ら
題
名
を
示
す
こ
と
が
す
べ
て
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。『
ル
ネ
サ
ン
ス
期
ロ
ー
マ
の
生
活
の
な
か
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
』、

『
教
皇
座
ロ
ー
マ
の
庭
園
と
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
』、
そ
し
て
最
後
の
作
と

な
り
、
生
前
に
出
な
か
っ
た
『
ピ
ッ
ロ
・
リ
ゴ
ー
リ
オ
―
―
ル
ネ
サ

ン
ス
の
芸
術
家
・
建
築
家
・
好
事
家
』
で
あ
る
（
４
）
。
最
初
と
最
後
の
書

の
序
文
は
重
要
で
、
一
方
は
時
代
概
念
を
、
他
方
は
作
者
の
精
神
生

活
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ロ
ー
マ
は
教
皇
庁
の
お
膝
元
だ

け
あ
っ
て
ヴ
ィ
ッ
ラ
庭
園
の
メ
ッ
カ
で
も
あ
る
。
マ
ッ
ク
ド
ガ
ル

は
一
冊
の
論
文
集
成
、『
泉
水
・
彫
像
・
花
々
―
―
一
六
、七
世
紀
の

イ
タ
リ
ア
庭
園
研
究
』
を
挙
げ
て
お
こ
う
（
５
）
。
献
辞
や
序
にRichard 

K
rautheim

er, Jam
es S. Ackerm

an
な
ど
の
高
名
な
学
者
、

ま
たD

um
barton O

aks

の
名
称
を
見
出
し
、
学
問
史
を
目
の
当

り
に
し
て
い
る
感
に
打
た
れ
る
。

　
両
研
究
者
が
必
ず
し
も
専
門
地
域
に
し
な
か
っ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

に
も
郊
外
の
別
荘
は
多
く
、
そ
こ
に
は
通
常
、
花
壇
が
農
園
、
菜
園

と
一
体
化
し
た
庭
園
で
あ
り
、
研
究
の
蓄
積
量
も
こ
れ
に
応
じ
て
多

い
。
そ
の
な
か
で
も
格
別
に
注
目
し
て
よ
い
の
は
、
ポ
ッ
ジ
ョ
・
ア
・

カ
イ
ア
ー
ノ
の
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
デ
・
メ
デ
ィ
チ
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
で
は
フ
ォ
ス
タ
ー
の
学
位
論
文
と
バ
ル
ダ
ッ
ツ
ィ
と
カ
ス

テ
ッ
ラ
ー
ニ
の
大
著
を
挙
げ
る
に
留
め
よ
う
（
６
）
。
両
著
は
書
物
の
体
裁

が
対
照
的
だ
が
、
補
完
し
合
い
、
意
味
あ
る
著
作
で
あ
る
。

　
郊
外
の
庭
園
に
は
そ
こ
で
過
ご
す
た
め
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
（villa. 

複

数
形
はville

）
が
つ
き
も
の
で
あ
り
、
庭
園
研
究
と
建
築
研
究
は

表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
コ
ッ
フ
ィ
ン
の
よ
う
に
双

方
の
研
究
業
績
を
挙
げ
る
人
も
珍
し
く
な
い
。
さ
ら
に
庭
園
に
は
池

泉
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
に
水
理
工
学
と
密
接
に
関
わ
る
。
も
ち
ろ

ん
庭
に
生
え
る
植
物
や
樹
木
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た

こ
の
植
物
も
何
も
観
賞
用
だ
け
で
な
く
、
食
材
や
薬
草
の
側
面
を
も

逸
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
農
学
や
薬
学
と
深
く
関
わ
っ
て
く
る
。
そ

う
な
る
と
土
壌
学
や
地
質
学
も
大
き
く
関
与
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た

イ
タ
リ
ア
ゆ
え
の
歴
史
的
過
去
が
あ
り
、
考
古
学
的
学
知
も
必
要
と

な
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
も
と
で
管
理
、
維
持
さ
れ
て
き
た
の
が

ヴ
ィ
ッ
ラ
庭
園
で
あ
る
。
庭
園
理
解
に
は
多
岐
の
分
野
に
通
じ
て
お

く
こ
と
が
肝
心
で
あ
ろ
う
。

　
ル
ネ
サ
ン
ス
は
時
に
都
市
文
明
が
招
来
し
た
も
の
と
言
わ
れ
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
産
物
で
あ
る
。
特
に
イ
タ
リ
ア
で
は
今
日
の
統

一
国
家
以
前
の
状
態
に
あ
り
、中
世
以
来
、都
市
国
家
の
形
態
を
取
っ

て
い
た
。
こ
の
冠
さ
れ
て
い
る
「
都
市
」
な
る
も
の
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
観
光
客
で
あ
ふ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
旧
市
街
、

歴
史
的
中
心
地
（centro storico

）
の
都
市
部
に
尽
き
る
も
の
で

な
く
、
内
部
の
都
市
街
区
と
こ
の
都
市
を
囲
む
市
壁
の
外
側
地
域
と

が
一
体
化
し
た
世
界
が
都
市
国
家
の
社
会
で
あ
っ
た
。
周
囲
、
四
囲

の
平
地
丘
陵
や
河
川
渓
谷
を
含
め
て
こ
の
国
家
は
考
え
な
け
れ
ば
な
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桑
木
野
幸
司 

著
『
ル
ネ
サ
ン
ス
庭
園
の
精
神
史
』（
根
占
）

ら
ず
、
都
市
住
民
、
特
に
裕
福
な
市
民
層
や
貴
族
層
の
生
活
は
市
内

だ
け
で
終
始
し
、
帰
結
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
庭
園
研
究
の
一
中
心

地
と
な
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
、
古
代
ロ
ー
マ
人
同
様
に
そ
れ
ら
の

層
の
日
々
の
生
活
は
公
的
な
仕
事
を
成
す
壁
内
と
私
的
な
楽
し
み
を

も
た
ら
す
壁
外
に
区
分
さ
れ
た
。
そ
れ
は
忙
殺
、negotium

と
閑

暇
、otium

の
違
い
と
も
言
え
よ
う
か
。
か
つ
て
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

か
ら
今
日
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
移
る
な
ら
ば
、
ル
ネ
サ
ン
ス
人
同
様

に
現
都
市
民
は
普
段
は
市
内
で
せ
わ
し
く
働
き
な
が
ら
、
週
末
あ
る

い
は
長
期
の
休
み
は
郊
外
の
畑
あ
る
小
村
で
過
ご
す
生
活
ス
タ
イ
ル

が
理
想
的
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
広
くvilleggiatura

と
言

わ
れ
る
生
活
習
慣
は
古
代
か
ら
連
綿
と
続
く
、
イ
タ
リ
ア
半
島
と
島

嶼
の
生
活
様
式
を
端
的
に
表
わ
す
重
要
用
語
で
あ
る
。

　
　（
２
）

　
庭
園
学
は
し
た
が
っ
て
魅
力
的
な
主
題
と
な
り
う
る
。
腰
を
据
え

て
こ
の
題
目
を
取
り
上
げ
て
く
れ
た
著
者
は
ま
た
も
や
桑
木
野
幸
司

氏
で
あ
る
。
本
論
の
書
評
は
こ
の
た
め
に
執
筆
さ
れ
る
。
ま
た
も
や

と
言
う
の
は
、
記
憶
術
の
前
著
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
７
）
。
そ
し
て
今
回

の
書
名
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス
庭
園
の
精
神
史
―
―
権
力
と
知
と
美
の
メ

デ
ィ
ア
空
間
』（
白
水
社
、
二
〇
一
九
年
）
と
謳
わ
れ
て
い
る
。
前

著
同
様
に
、
専
門
的
に
難
解
な
個
所
を
有
す
る
書
物
再
来
か
と
思
わ

れ
た
。
そ
れ
に
「
精
神
史
」
と
あ
り
、
欧
米
の
名
う
て
の
研
究
者
さ

え
も
付
け
て
い
な
い
漢
字
が
並
び
、読
む
前
に
身
構
え
て
し
ま
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
読
み
始
め
て
み
て
安
堵
の
胸
を
な
で
お
ろ
し
た
。
桑
木

野
氏
が
「
あ
と
が
き
―
―
言
の
葉
が
舞
う
庭
」
で
こ
の
「
精
神
史
」

使
用
の
わ
け
に
触
れ
て
い
る
の
だ
が
、
評
者
と
違
う
意
味
で
こ
の
概

念
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
、
こ
こ
で
は
あ
ま
り
深
く
考
え
る

必
要
に
は
な
い
と
思
う
に
至
っ
た
。
そ
れ
よ
り
も
あ
と
が
き
冒
頭
か

ら
著
者
の
名
字
か
ら
切
り
出
し
て
い
る
よ
う
に
（
８
）
、
こ
の
著
作
は
肩
肘

が
張
ら
な
い
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
庭
園
の
案
内
書
な
の
で
あ
る
。

も
っ
と
コ
ン
パ
ク
ト
な
版
に
な
れ
ば
、
読
者
は
手
に
携
え
て
桑
木
野

氏
と
と
も
に
旅
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
書
き
物
と
な
っ

て
い
る
。
挿
入
さ
れ
て
い
る
写
真
は
多
く
が
著
者
撮
影
で
あ
り
（
９
）
、
読

者
は
現
場
に
行
け
ば
、
本
文
と
と
も
に
納
得
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。口
絵
に
あ
る
カ
ラ
ー
の
図
解
な
ど
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
庭
園
の
位
置
が
た
と
え
ば
ロ
ー
マ
か
ら
距
離
的
に
幾
ら
離
れ
て

い
る
か
が
欠
か
さ
ず
示
さ
れ
る
。
あ
る
ヴ
ィ
ッ
ラ
は
約
一
〇
〇
キ
ロ

と
あ
る
。
評
者
も
同
じ
く
車
で
出
か
け
た
場
所
で
あ
っ
た
の
で
、
そ

ん
な
に
遠
方
だ
っ
た
の
か
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。
た
だ
し
私
と
違

い
、
著
者
は
自
ら
車
を
運
転
し
て
各
地
を
訪
ね
て
い
る
。

　
同
氏
は
他
の
著
書
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に）
（1
（

、
あ
る
主
題
を
総
合

的
に
書
き
上
げ
る
力
の
持
ち
主
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
勤
勉
の
慣
習
、
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
が
な
く
し
て
は
叶

わ
ず
、
一
朝
一
夕
に
で
き
上
っ
た
性
で
は
な
い
。
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苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）

　
こ
こ
で
本
書
の
内
容
を
示
す
べ
く
、
目
次
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
長

い
記
述
を
支
え
る
旅
路
も
亦
、
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
計
画
的
、
集
中

的
に
為
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

序
　
　
　
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
庭
園
史
の
射
程

第
一
章
　
古
代
・
中
世
の
庭
園
文
化

第
二
章
　
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
風
景
の
発
見

第
三
章
　
メ
デ
ィ
チ
家
の
初
期
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
庭
園

第
四
章
　
天
才
ド
ナ
ー
ト
・
ブ
ラ
マ
ン
テ
の
造
園
革
命
と
そ
の
影
響

第
五
章
　
象
徴
化
す
る
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
―
―
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ

の
夢

第
六
章
　
庭
園
に
再
現
さ
れ
た
地
誌
―
―
庭
を
読
む
視
点
の
誕
生

第
七
章
　
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
空
間
と
し
て
の
庭
園
―
―
「
庭
の
掟
」

と
植
物
園
の
世
界

第
八
章
　
黄
金
時
代
―
―
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
デ
ス
テ
と
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
ラ

ン
テ

第
九
章
　
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
庭
園
の
極
北
―
―
グ
ロ
ッ
タ
・
グ
ラ
ン

デ
と
プ
ラ
ト
リ
ー
ノ

結
び
　
　
終
わ
ら
な
い
宴

　
さ
ら
に
各
章
に
は
二
な
い
し
三
の
見
出
し
が
つ
い
た
節
が
あ
っ
て

分
か
り
や
す
い
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
た
。
読
み
進
め
る
う
ち
に
、

同
氏
は
自
ら
の
「
言
の
葉
」
を
振
り
ま
く
。「（
と
）
お
ぼ
し
い
」
と

い
う
独
自
な
表
現
に
幾
度
も
出
会
う
。こ
の
よ
う
な
語
彙
に
限
ら
ず
、

何
箇
所
も
、論
理
的
叙
述
か
ら
離
れ
た
文
学
的
表
現
と
も
出
く
わ
す
。

読
者
は
著
者
が
そ
ば
に
い
る
と
感
じ
よ
う
。
ま
た
専
門
術
語
が
当
然

の
よ
う
に
顔
を
出
す
の
だ
が
、
軽
や
か
な
筆
致
の
な
か
で
そ
れ
ら
は

前
後
の
文
脈
か
ら
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
明
ら
か
に

著
者
は
通
読
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
よ
う
に
読
者
を
慮
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
同
氏
の
他
の
著
書
に
も
見
ら
れ
る
。

　
先
に
「
精
神
史
」
な
る
用
語
を
問
題
視
し
て
み
た
。
考
え
て
み
れ

ば
、「
権
力
」
な
る
用
語
も
副
題
に
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
本
書
で
は
権

力
が
政
治
史
的
に
問
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
こ
の
た
め
著
者

と
し
て
は
自
ら
の
著
書
を
精
神
思
想
史
的
な
思
い
を
込
め
て
、「
精
神

史
」
で
あ
る
と
言
い
た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
評
者
は
ロ
レ
ン

ツ
ォ
・
イ
ル
・
マ
ニ
フ
ィ
コ
を
ロ
レ
ン
ツ
ォ
豪
華
公
（「
豪
華
」
と
「
公
」）

と
す
る
の
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
だ
が
、
桑
木
野
氏
は
そ

の
場
合
、他
の
研
究
者
に
往
々
み
ら
れ
る
よ
う
に
政
治
権
力
と
メ
チ
ェ

ナ
テ
ィ
ズ
モ（
恩
顧
・
愛
顧
主
義
）
の
実
態
を
独
断
的
に
結
合
さ
せ

て
は
い
な
い
。
こ
の
た
め
豪
華
公
と
し
た
こ
と
に
極
端
な
引
っ
か
か

り
は
な
か
っ
た
と
告
白
し
て
お
き
た
い
。
な
お
豪
華
公
と
せ
ず
、
イ

ル
・
マ
ニ
フ
ィ
コ
と
の
み
出
て
く
る
箇
所
が
一
つ
だ
け
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
順
次
ペ
ー
ジ
を
追
っ
て
い
こ
う
。
序
に
は
本
書
の
狙
い
が

披
瀝
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
領
域
横
断
的
な
新
た
な
庭
園
史
が
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一
九
八
〇
年
代
か
ら
続
々
と
発
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
、

ひ
と
り
エ
ウ
ジ
ェ
ニ
オ
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
テ
ィ
の
名
が
出
て
く
る
。
評

者
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
研
究
は
も
う
少
し
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
と
見
て
い
る
の
だ
が
、
学
問
を
開
始
す
る
時
期
に
応

じ
て
研
究
史
の
有
り
様
が
研
究
者
間
、
世
代
間
で
多
少
変
わ
っ
て
く

る
、
あ
る
い
は
異
な
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
対
象
と
す
る
時

代
を
変
容
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
す
る
の
が
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
研
究

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
時
代
の
推
移
を
、
そ
し
て
そ
の
力
勢
を
わ
れ
わ

れ
も
亦
受
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
章
は
古
代
と
中
世
の
庭
園
観
に
割
か
れ
て
い
る
。そ
こ
で「
ロ

ク
ス
・
ア
モ
エ
ヌ
ス
」「
閉
ざ
さ
れ
た
庭
（
ホ
ル
ト
ゥ
ス
・
コ
ン
ク
ル
ー

ス
ス
）」
な
ど
の
お
馴
染
み
の
用
語
が
出
て
く
る
。
ま
た
特
に
ロ
ー

マ
人
の
オ
ー
テ
ィ
ウ
ム
（
閑
暇
）
と
ヴ
ィ
ッ
ラ
庭
園
と
の
関
係
性
へ

の
言
及
が
あ
り
、
ル
ネ
サ
ン
ス
、
再
生
の
予
防
線
と
な
っ
て
い
よ
う

か
。
ロ
ー
マ
帝
政
期
か
ら
廃
れ
、
中
世
に
は
意
識
が
遠
の
く
関
連
性

な
の
で
あ
る
。
皇
帝
や
国
王
の
私
的
庭
園
や
修
道
院
の
薬
草
園
な
ど

に
一
家
言
が
あ
る
研
究
者
か
ら
は
簡
略
化
さ
れ
た
叙
述
の
ゆ
え
に
異

論
が
出
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
足
早
な
記
述
は
第
二
章
に
入
っ
た

ル
ネ
サ
ン
ス
初
期
に
も
見
ら
れ
、
中
世
史
研
究
者
だ
け
の
不
満
で
は

終
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
ル
ネ
サ
ン
ス
開
始
の
三
大
文
人
と
し

て
、
一
四
世
紀
の
ダ
ン
テ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
、
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
が
定
型

通
り
に
登
場
す
る
が
、
本
書
の
庭
園
史
は
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
か
ら
本
格

化
し
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
ま
で
は
助
走
に
過
ぎ
な
い
か
の
よ

う
に
早
々
と
後
景
に
退
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
の
自
然
観
に
は
旧
来
の
道
徳
観
に
左
右
さ
れ
ず
、

審
美
的
、
官
感
的
な
態
度
が
顕
著
に
な
っ
て
い
く
と
し
て
好
例
が
引

用
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
五
世
紀
に
入
り
、
真
っ
先
に
登
場
す
る

の
は
レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
で
あ
り
、
こ
こ
に

ヴ
ィ
ッ
ラ
庭
園
と
切
り
離
せ
な
い
建
築
家
が
誕
生
し
、
ア
ル
ベ
ル

テ
ィ
の
建
築
論
は
そ
の
絵
画
論
と
と
も
に
同
時
代
と
後
世
へ
の
影
響

が
大
き
か
っ
た
著
作
で
あ
る
。
桑
木
野
氏
は
活
版
印
刷
到
来
の
時
代

性
を
重
視
し
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
作
の
印
刷
発
行
年
へ
の
言
及
を
怠
っ

て
い
な
い
。
写
本
中
心
の
中
世
と
は
異
な
る
印
刷
本
時
代
の
ル
ネ
サ

ン
ス
の
画
期
に
触
れ
て
い
る
。
な
お
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
対
し
、
同
じ

くuom
o universale

の
レ
オ
ナ
ル
ド
（
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
）
が
嫉
妬

を
覚
え
た
と
あ
る
の
だ
が
、
何
か
史
料
的
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
書
が
観
光
案
内
に
役
立
つ
と
特
に
感
じ
ら
れ
始
め
る
の
は
、
ピ

ウ
ス
二
世
の
ピ
エ
ン
ツ
ァ
の
町
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
時
か
ら
で
あ

る
。
建
物
と
四
囲
の
景
色
、
世
界
遺
産
で
あ
る
オ
ル
チ
ャ
渓
谷
へ
の

言
及
が
あ
り
、
こ
の
町
で
持
っ
た
著
者
の
感
懐
に
評
者
も
痛
く
同
意

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
ち
ら
に
は
都
市
工
学
の
知
識
が
乏

し
い
た
め
か
、
こ
の
町
の
小
さ
い
な
が
ら
も
そ
の
全
体
像
が
掴
め

ず
、
今
一
つ
理
想
都
市
ぶ
り
が
見
え
て
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
九

世
紀
に
刊
行
さ
れ
た
レ
ペ
ッ
テ
ィ
の
自
然
地
理
・
歴
史
事
典
で
ピ
エ
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ン
ツ
ァ
を
見
る
限
り
、
か
な
り
の
頁
が
割
か
れ
て
い
て
、
重
要
都
市

と
分
か
る）
（（
（

。「
世
界
遺
産
」
と
な
る
所
以
は
地
理
環
境
だ
け
で
は
な

い
の
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
章
に
入
り
、
い
よ
い
よ
ヴ
ィ
ッ
ラ
庭
園
の
真
骨
頂
が
現
わ
れ

始
め
る
。
数
々
の
メ
デ
ィ
チ
家
所
有
の
別
荘
が
話
題
を
提
供
し
て
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
政
治
と
文
化
の
歴
史
の
な
か
で
叙
述
さ
れ
て
い

く
。
い
ず
れ
に
あ
っ
て
も
評
者
に
も
親
し
い
ヴ
ィ
ッ
ラ
だ
が
、
市
内

メ
デ
ィ
チ
家
邸
か
ら
最
も
近
い
フ
ィ
エ
ー
ゾ
レ
の
別
邸
が
か
な
り
詳

細
に
扱
わ
れ
、
著
者
の
筆
が
冴
え
わ
た
る
。
こ
こ
は
立
地
条
件
が
厳

し
い
の
だ
が
、
以
後
、
段
差
あ
る
別
邸
の
見
本
と
な
ろ
う
。
カ
レ
ッ

ジ
に
関
し
て
は
ロ
ッ
ジ
ャ
設
置
の
意
義
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
全

体
的
に
ジ
ュ
ス
ト
・
ウ
テ
ン
ス
の
絵
画
資
料
と
現
実
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
庭

園
の
相
違
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
は
建
築
家
ブ
ラ
マ
ン
テ
に
割
か
れ
る
。
巨
匠
多
い
ル
ネ
サ

ン
ス
に
あ
っ
て
見
落
と
さ
れ
、
割
を
食
っ
て
い
る
の
で
な
い
か
と
思

わ
れ
る
人
物
だ
が
、
著
者
に
よ
っ
て
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ー
レ
に
心
血
を
注

ぐ
叙
述
が
な
さ
れ
、
い
ず
れ
の
巨
匠
に
も
劣
ら
ぬ
重
要
人
物
と
認
識

で
き
た
。
本
章
は
次
の
第
五
章
、
第
六
章
、
第
七
章
と
密
接
に
関
連

す
る
。
先
ず
は
ブ
ラ
マ
ン
テ
と
同
郷
で
親
友
で
あ
っ
た
ラ
ッ
フ
ァ

エ
ッ
ロ
が
登
場
す
る
。
著
者
は
そ
れ
を
「
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
マ
ダ
ー
マ
幻

想
」
と
し
て
描
く
。
ラ
ッ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
も
ま
た
ヴ
ィ
ッ
ラ
庭
園
、
す

な
わ
ち
建
築
的
才
覚
を
も
持
ち
合
わ
せ
た
画
家
で
あ
っ
た
。
ま
た
都

市
ロ
ー
マ
の
景
観
と
歴
史
を
顧
慮
す
る
方
針
を
打
ち
た
て
た
。
署
名

の
間
の
各
テ
ー
マ
が
狭
い
空
間
を
抜
け
出
し
て
都
市
ロ
ー
マ
の
方

位
、
方
角
と
深
く
関
わ
る
こ
と
を
、
著
者
は
強
調
し
て
い
る
。
ブ
ラ

マ
ン
テ
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
双
方
に
と
り
、
教
皇
ユ
リ
ウ
ス
二
世
の
役

割
は
小
さ
く
な
い
。

　
第
六
章
で
は
ロ
ー
マ
市
内
に
あ
る
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
ジ
ュ
リ
ア
の
特
徴

が
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
同
章
で
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
郊
外
に
戻
り
、
メ

デ
ィ
チ
家
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
カ
ス
テ
ッ
ロ
に
叙
述
が
及
ぶ
。
ニ
ン
フ
ェ

ウ
ム
や
グ
ロ
ッ
タ
の
関
係
も
あ
ろ
う
。
ま
た
庭
に
い
か
に
権
力
を
表

出
す
る
か
の
問
題
が
双
方
に
あ
ろ
う
。
眼
差
し
の
方
向
と
統
治
権
力

の
有
り
様
が
指
摘
さ
れ
る
。
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
ジ
ュ
リ
ア
の
場
合
は
水
を

管
理
支
配
す
る
権
力
者
と
な
ろ
う
。
ウ
ィ
ル
ゴ
水
道
の
存
在
が
あ

る
。
第
七
章
で
は
ロ
ー
マ
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
メ
デ
ィ
チ
、
ピ
サ
の
植
物

園
な
ど
に
言
及
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
庭
園
は
一
般
に
開
放
さ
れ
て
い

た
と
い
う
。
世
界
中
か
ら
集
め
ら
れ
た
物
珍
し
い
草
木
、
ま
た
そ
の

研
究
な
ど
が
園
芸
学
な
ど
の
科
学
史
の
観
点
か
ら
叙
述
さ
れ
る
と
と

も
に
、ま
た
植
物
園
の
持
つ
審
美
性
や
魔
術
性
も
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

観
念
連
合
の
記
憶
術
を
想
起
さ
せ
る
が
、
著
者
は
こ
こ
で
は
深
入
り

を
避
け
て
い
る
。

　
第
八
章
及
び
章
と
し
て
の
最
終
章
で
あ
る
第
九
章
は
、
大
庭
園
の

ヴ
ィ
ッ
ラ
・
デ
ス
テ
と
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
ラ
ン
テ
、
ま
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

に
戻
っ
て
プ
ラ
ト
リ
ー
ノ
の
メ
デ
ィ
チ
別
邸
な
ど
が
登
場
す
る
。
特
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に
エ
ス
テ
家
の
庭
園
と
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
時
代
に
入
っ
て
い
る
と
目
さ

れ
る
プ
ラ
ト
リ
ー
ノ
が
詳
述
さ
れ
る
。
現
代
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
人
は

後
者
を
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
デ
ミ
ド
フ
と
呼
び
、
必
ず
し
も
メ
デ
ィ
チ
家
時

代
の
こ
と
に
関
心
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
な
い
の
だ
が
、
著
者

は
実
に
丹
念
に
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
デ
ス
テ
の
場
合
と
同
様
に
、プ
ラ
ト
リ
ー

ノ
の
過
去
の
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

　
当
地
を
訪
れ
た
、
天
正
遣
欧
使
節
へ
の
言
及
も
あ
る
。
こ
れ
は
プ

ラ
ト
リ
ー
ノ
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
日
本
か
ら
の
一
行

は
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
ラ
ン
テ
も
ヴ
ィ
ッ
ラ
・
デ
ス
テ
も
、
ま
た
フ
ァ
ル
ネ
ー

ゼ
家
の
カ
プ
ラ
ロ
ー
ラ
も
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム

で
庭
園
と
そ
の
施
設
を
目
の
当
り
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
ヴ
ィ
ッ
ラ
は
現
代
の
イ
タ
リ
ア
に
も
あ
る
。
ロ
ー
マ
に
あ
る

Villa Torlonia

は
か
つ
て
住
ん
で
い
た
方
位
に
あ
り
、
親
し
く
見

学
し
た
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
庭
園
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
こ
こ
は

ま
だ
本
書
に
描
か
れ
た
ヴ
ィ
ッ
ラ
の
よ
う
な
歴
史
を
有
し
て
い
な

い
。
こ
の
よ
う
に
豪
壮
な
建
物
が
あ
り
、
持
ち
主
の
生
活
が
現
代
に

も
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
農
業
形
態
を
始
め
、
生
活
環
境
が
大
き
く
変

わ
っ
た
今
日
、昔
の
ヴ
ィ
ッ
ラ
暮
ら
し
を
知
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

こ
の
意
味
で
も
本
書
は
意
義
深
い
。
実
地
に
足
を
運
び
、
古
文
献
を

博
捜
し
た
う
え
で
綿
密
に
組
み
立
て
ら
れ
た
こ
の
邦
語
文
献
の
登
場

に
よ
り
、
わ
が
国
の
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
史
の
分
野
は
一
段
と
厚
み
を

増
し
た
の
で
あ
る
。
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ま
たRaffaella 

Fabiani G
iannetto, T

he M
edici G

ardens of Fifteenth-

C
entury Florence. C

onceptualization and Tradition . A 
D

issertation in A
richitecture. Presented to the Faculties 

of the U
niversity of  Pennsylvania, 2004.

　
拙
著
『
ル
ネ
サ

ン
ス
文
化
人
の
世
界
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
九
年
。
観
光
大
国
イ
タ

リ
ア
で
は
ま
た
、
別
荘
も
教
会
、
修
道
院
同
様
に
役
立
つ
ガ
イ
ド
ブ
ッ

ク
的
小
冊
子
が
多
い
。Scala, G

iunti, Electa

な
ど
の
発
行
の
も

の
も
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
奈
良
や
京
都
な
ど
で
歴
史
的
建
造
物

や
庭
園
に
関
わ
る
冊
子
を
手
に
す
る
と
き
に
、
彼
我
の
程
度
の
差
を

感
じ
る
の
は
評
者
だ
け
だ
ろ
う
か
。

（
7
）
桑
木
野
幸
司
『
叡
智
の
建
築
家
―
―
記
憶
の
ロ
ク
ス
と
し
て
の

一
六
―
一
七
世
紀
の
庭
園
、
劇
場
、
都
市
』
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
〇
一
三
年
。『
イ
タ
リ
ア
学
会
誌
』
六
四
巻
、
二
〇
一
四
年
、
根
占

献
一
に
よ
る
書
評
。

（
8
）『
薔
薇
の
イ
コ
ノ
ロ
ジ
ー
』
の
美
術
史
家
若
桑
み
ど
り
は
、
あ
る
批

評
家
か
ら
題
名
と
氏
名
の
連
関
性
を
指
摘
さ
れ
た
。

（
9
）
一
点
だ
け
ひ
と
り
の
別
の
名
前
が
撮
影
者
（
知
人
だ
が
）
と
し
て

挙
が
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
私
が
ロ
ー
マ
滞
在
の
折
に
目
的
を
持
っ
て

訪
ね
た
橋
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
カ
ジ
ー
ノ
の
写
真
が
挙
が
っ
て
い
る

が
、
珍
し
く
撮
影
者
名
が
な
い
。
文
献
と
し
て
、G

raham
 Sm

ith, 
The C

asino of Pius IV , Princeton U
niversity Press, 1977. 

序
に
コ
ッ
フ
ィ
ン
の
名
が
出
る
。
ま
たLa C

asina Pio IV in 
Vaticano , Città del V

aticano, 2005. 

当
時
の
ロ
ー
マ
教
皇
ベ
ネ

デ
ッ
ト
一
六
世
の
肖
像
写
真
付
き
。

（
10
）
桑
木
野
幸
司
『
記
憶
術
全
史
―
―
ム
ネ
モ
シ
ュ
ネ
の
饗
宴
』
講
談

社
選
書
メ
チ
エ
、
二
〇
一
八
年
。

（
11
）Pienza
の
立
項
と
し
て
、E

m
anuele R

epetti, D
izionario 
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桑
木
野
幸
司 

著
『
ル
ネ
サ
ン
ス
庭
園
の
精
神
史
』（
根
占
）

geografico, fisico, storico della Toscana , volum
e quarto, 

FirenzeLibri, 2005 (1844) .

（
学
習
院
女
子
大
学
名
誉
教
授
）


