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U
E

D
A

 Tsuneo
翻
訳
凡
例

一

　本
稿
はM

atthaei Colacii D
e verbo civililtate et de genere artis rhetoricae 

in m
agnos rhetores Victorium

 et Q
uintilianum

, V
enetii （B

ernardinus

）, 1486, 

c.328r-331v

に
収
め
ら
れ
たLaus perspective cori in aede sancti A

ntoni 

patavi

の
本
文
の
全
訳
で
あ
り
、
底
本
に
は
フ
ラ
ン
ス
国
立
図
書
館
の
同
書
を
使
用

し
た
。

一

　こ
の
イ
ン
キ
ュ
ナ
ブ
ラ
に
は
今
日
か
ら
す
る
と
改
行
や
綴
り
に
必
ず
し
も

適
切
で
は
な
い
箇
所
が
あ
り
、
サ
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
エ
ー
リ
の
以
下
の
論
文
に
翻
刻

さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
改
め
た
。C

hiara Savettieri, La Laus 

perspectivae di M
atteo C

olacio e la fortuna critica della tarsia in area 

veneta, R
icerche di Storia dell'A

rte, n. 64, pp. 5-22, 1998.

一

　翻
訳
文
中
［

　］
は
訳
者
の
補
注
な
ど
で
あ
る
。

翻�

訳

マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
「
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
コ
ー
ロ
の

透
視
画
礼
讃
」（
★
１
）

シ
チ
リ
ア
人
マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
か
ら
博
学
の
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
長
た
る
シ
チ

リ
ア
人
ア
ン
ト
ニ
オ
へ（
★
２
）

思
慮
の
乏
し
い
私
が
判
断
す
る
限
り
で
は
、
現
代
の
人
び
と
は
あ
ら
ゆ
る
学
芸
に

お
い
て
古
代
人
の
水
準
か
ら
堕
落
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
の
透
視
画

と
称
す
る
絵
画
の
分
野
は
今
も
な
お
私
た
ち
の
間
で
完
全
な
ま
ま
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
私
た
ち
は
こ
の
技
に
お
い
て
も
古
代
人
よ
り
劣
っ
て
は
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
才

能
の
欠
如
の
せ
い
で
は
な
く
、
才
能
あ
る
者
の
数
が
数
少
な
い
か
ら
で
す
。
確
か
に

古
代
に
は
こ
の
技
に
非
常
に
た
け
た
無
数
の
人
び
と
が
い
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
ほ

ん
の
わ
ず
か
を
数
え
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
私
が
知
り
得
た
そ
う
し
た
人
び
と
の
う
ち

に
、
シ
チ
リ
ア
人
ア
ン
ト
ネ
ッ
ロ
［
・
ダ
・
メ
ッ
シ
ー
ナ
］
が
お
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
サ
ン
・
カ
ッ
シ
ア
ー
ノ
教
会
の
彼
の
絵（
★
３
）
は
、
見
る
人
に
大
変
な
驚
き
を

引
き
起
こ
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ベ
リ
ー
ニ
一
族（
★
４
）
が
お
り
、

彼
ら
の
完
全
な
作
品
に
私
は
何
度
も
感
激
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
パ
ド
ヴ
ァ
の
ア
ン
ド

レ
ー
ア
・
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ（
★
５
）
は
多
く
の
仕
事
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
彫
刻
家
で
は
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド（
★
６
）
と
そ
の
息
子
た
ち
が
お
り
、
彼
ら

は
父
親
か
ら
受
け
継
い
だ
技
に
お
い
て
卓
越
し
て
い
ま
す
。
ま
た
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
ア

ン
ト
ニ
オ
・
リ
ッ
チ（
★
７
）
が
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
彫
刻
と
建
築
で
非
常
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さ
ん
あ
り
、
球
形
を
な
し
て
木
の
輪
と
交
差
し
、
天
辺
で
し
っ
か
り
と
結
合
さ
れ
、

木
の
天
辺
に
差
し
込
ん
で
あ
り
ま
す
。
外
側
に
は
角
［
つ
の
、
水
入
れ
］
が
ブ
ロ
ン

ズ
の
線
で
く
く
り
つ
け
ら
れ
、
中
に
は
餌
置
き
と
鳥
の
遊
ぶ
赤
い
輪
が
ぶ
ら
さ
が
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
ま
だ
ら
色
の
一
羽
の
鳥
が
お
り
、
生
き
て
い
る
の
か
、
そ

れ
と
も
そ
う
で
は
な
い
か
、
人
を
迷
わ
せ
続
け
ま
す
。

家
々
、
教
会
、
そ
し
て
ク
ー
ポ
ラ
と
階
段
が
あ
り
、
陰
っ
た
ア
ー
チ
窓
の
鐘
楼
が

あ
り
ま
す
。
半
ば
閉
じ
た
門
扉
か
ら
中
が
見
え
ま
す
。
ま
た
、
草
に
お
お
わ
れ
所
ど

こ
ろ
に
岩
の
見
え
る
あ
な
た
方
の
山
々
は
、
あ
る
所
で
は
ま
だ
ら
な
色
で
、
別
の
所

で
は
緑
の
草
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
物
そ
の
も
の
に
見
せ
る
べ
く
何
か
を
取
り
除
い
た

り
付
け
加
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
正
方
形
プ
ラ
ン
の
建
物
が
突
き
出
て

お
り
、
斜
め
か
ら
見
る
者
に
対
し
て
門
扉
を
見
せ
、
縦
［
奥
行
き
］
方
向
に
も
伸
び

て
い
ま
す
。
聖
人
た
ち
の
顔
は
ど
う
言
い
あ
ら
わ
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
聖
人

の
、
櫛
を
入
れ
て
い
な
い
カ
ー
ル
し
た
髭
は
い
っ
た
い
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ

う
か
。
手
、
指
の
関
節
、
爪
、
ま
た
口
や
歯
は
、
そ
し
て
襞
と
陰
影
で
あ
ら
わ
さ
れ

た
聖
人
た
ち
の
チ
ュ
ー
ニ
ッ
ク
は
［
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
］。
す
べ
て

の
も
の
が
実
物
よ
り
も
実
物
ら
し
く
、
実
物
よ
り
も
美
し
く
見
え
ま
す
。
聖
プ
ロ
ス

ド
キ
ム
ス
の
顎
下
の
、
輪
の
よ
う
に
巻
い
た
あ
の
白
い
髭
は
、
私
に
と
っ
て
少
な
か

ら
ぬ
喜
び
で
す（
★
19
）。
し
か
し
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
と
敬
虔
こ
の
上
な
い
聖
母
の

ま
わ
り
の
葉
と
実
を
つ
け
た
小
枝
は
、
そ
の
色
、
形
、
数
の
多
さ
か
ら
し
て
、
自
然

が
こ
れ
以
上
に
実
物
ら
し
く
作
り
出
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
れ
ら
の
小
枝

か
ら
、
前
日
に
切
り
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
葉
が
し
お
れ
て
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
の

は
驚
き
で
す
。
謙
譲
の
聖
母
の
足
も
と
の
基
壇
の
第
一
段
の
あ
の
ス
ツ
ー
ル
は
平
ら

で
四
角
で
す
が
、
見
る
人
の
方
に
飛
び
出
し
、［
ス
ツ
ー
ル
の
］
脚
で
支
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
否
定
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
小
さ
な
木
の
壺
は
、平
面
上
に
あ
っ
て
も
、

球
形
や
丸
形
に
見
え
ま
す
。聖
杯
に
か
ぶ
せ
た
絹
の
布
は
、そ
の
色
、特
異
な
織
り
方
、

緋
色
の
縁
取
り
紐
と
そ
の
ま
わ
り
の
黒
糸
に
よ
る
幅
の
異
な
る
刺
繍
と
、
襞
や
裾
が

不
ぞ
ろ
い
に
垂
れ
下
が
っ
て
見
る
面
［
角
度
］
に
応
じ
て
色
が
変
化
す
る
襞（
★
20
）

な
ど
に
よ
り
、
ど
ん
な
に
賞
讃
し
て
も
十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
本
物
の
糸
は
、
あ

な
た
方
が
描
い
て
い
る
小
さ
く
渦
を
ま
く
糸
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
こ
れ
ほ
ど
本
物
ら
し
い
影
を
と
も
な
っ
て
箱
か
ら
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
の
を
見

る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。

銅
の
鍛
造
と
圧
延
に
す
ぐ
れ
た
ガ
リ
ア
が
、
あ
な
た
方
の
も
の
ほ
ど
本
物
ら
し
い

燭
台
を
イ
タ
リ
ア
に
送
っ
て
き
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
聖
杯
の
口

の
大
き
さ
の
平
ら
で
丸
い
表
面
に
わ
ず
か
な
も
の
が
加
わ
っ
た
だ
け
で
、
そ
れ
が
く

ぼ
み
に
見
え
、
縦
に
［
見
る
者
か
ら
見
て
前
後
に
］
横
た
わ
っ
て
い
る
聖
杯
で
あ
る

と
、
誰
が
信
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
物
入
れ
の
一
部
か
ら
、
木
を
削
る
道
具
の
カ

ン
ナ
が
前
腕
の
長
さ
ほ
ど
突
き
出
て
見
え
る
の
は
、
大
き
な
驚
き
で
し
た
。
銀
の
打

ち
出
し
飾
り
が
つ
い
た
ト
ゥ
リ
ー
ボ
ロ
と
呼
ば
れ
る
銀
の
香
炉
を
、
あ
な
た
方
よ
り

本
物
ら
し
く
滑
ら
か
に
打
っ
た
り
延
ば
し
た
り
で
き
る
金
細
工
師
は
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、
あ
な
た
方
の
チ
ェ
ト
ラ
ほ
ど
に
、
各
部
の
構
造
を
際
だ
た
せ
、
共
鳴
胴
を
よ
く

ふ
く
ら
ま
せ
、
棹
を
よ
く
反
ら
せ
、
木
製
の
弦
巻
に
弦
ま
で
張
っ
た
楽
器
が
、
本
物

ら
し
く
、
美
し
く
置
い
て
あ
る
の
を
、
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
天
使
ガ
ブ
リ
エ

ル
の
着
る
亜
麻
の
着
衣
︱
︱
そ
の
高
価
な
布
、
亜
麻
の
蕾
に
特
有
の
色
、
襞
と
襞
の

陰
翳
な
ど
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
姿
形
︱
︱
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
讃
え
感
嘆
す
る
こ

と
の
で
き
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
精
神
、
才
能
、
雄
弁
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
な
ぜ
、
私
は
言
葉
を
費
や
し
て
時
を
無
駄
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

事
実
私
は
あ
な
た
方
の
傑
作
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た

方
の
技
は
私
た
ち
［
の
言
葉
の
技
］
に
勝
り
ま
す（
★
21
）。
あ
な
た
方
は
制
作
に
よ
っ

て
、
私
た
ち
が
言
葉
で
表
現
す
る
よ
り
は
る
か
に
た
や
す
く
本
物
ら
し
く
自
然
を
模

倣
し
ま
す
。
実
際
あ
な
た
方
は
、
最
高
の
雄
弁
家
が
言
葉
で
表
現
す
る
よ
り
も
、
は

る
か
に
容
易
に
物
に
よ
っ
て
制
作
で
き
ま
す
。

永
遠
の
神
よ
、
あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
私
た
ち
の
時
代

に
芸
術
家
を
お
与
え
に
な
り
、
彼
ら
の
お
か
げ
で
こ
の
技
に
お
い
て
私
た
ち
は
全
古

代
と
競
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
あ
な
た
方
の
よ
う
な
作
家
が
い
れ
ば
、
私
た

ち
は
パ
ラ
シ
オ
ス
も
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
も
ア
ペ
レ
ス
も
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

全
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
紀
の
彫
刻
家
、
画
家（
★
22
）
を
も
恐
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
オ
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に
有
名
で
あ
り
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
バ
ル
ト
ロ
メ
ー
オ
［
・
ベ
ッ
ラ
ー
ノ
］（
★
８
）
も
同

様
で
す
。
私
は
あ
え
て
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
芸
術
家
に
、
古
代
人
と
競
わ
せ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
古
代
人
が
な
ぜ
こ
れ
ら
の
人
び
と
よ
り
も
自
然
を
本
物
ら
し
く
模

倣
で
き
た
の
か
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
芸
術
家
た
ち
と
彼

ら
に
匹
敵
す
る
他
の
芸
術
家
た
ち
と
に
つ
い
て
は
、
別
の
箇
所
で
論
じ
ま
し
ょ
う
。

私
は
、
ど
の
人
の
力
量
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
認
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
て
私
は
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
で
コ
ー
ロ
と
呼
ば
れ
る
修
道
士

ら
の
祈
祷
席（
★
９
）
を
つ
く
っ
た
人
の
才
能
を
讃
え
ま
し
ょ
う
。
数
日
前
に
、
私
は

あ
の
画
像
を
見
、
私
は
そ
の
非
凡
の
技
に
驚
嘆
し
、
私
に
可
能
な
限
り
そ
の
技
を
賞

嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
存
知
の
と
お
り
、
古
代
人
は
画
家
や
彫
刻

家
を
お
お
い
に
賞
嘆
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
あ
の
よ
う
な
芸
術
家
た
ち
を
高
く

評
価
し
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
著
述
に
照
ら
し
て
明
ら
か
な
こ
と
で
す
。

あ
な
た
が
讃
辞
の
書
き
方
に
精
通
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
、
私
へ
の
厚
情
と
を
信

頼
し
て
、
こ
の
手
紙
を
送
り
ま
す
。
も
し
こ
れ
が
あ
な
た
の
厳
し
い
判
断
に
か
な
っ

て
、
あ
な
た
が
こ
れ
を
広
め
て
下
さ
る
の
で
し
た
ら
、
ど
う
か
誤
り
を
訂
正
し
て
下

さ
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
破
棄
し
て
下
さ
る
よ
う
。

シ
チ
リ
ア
人
マ
ッ
テ
ー
オ
［
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
］
か
ら
パ
ド
ヴ
ァ
と
イ
タ
リ
ア
の
パ
ラ

シ
オ
ス
で
あ
り
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ペ
レ
ス
で
あ

る
兄
弟
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
と
ロ
レ
ン
ツ
ォ（
★
10 
）
及
び
娘
婿
の
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ピ

エ
ト
ロ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
［
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・
ア
バ
ー
テ
ィ
］
へ（
★
11 
）

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
の
長
い
間
の
教
師
生
活
の
苦
労
か
ら
解
放
さ
れ
、
や
っ
と
私
は

心
を
休
め
る
た
め
に
温
泉
に
向
か
い
ま
し
た（
★
12
）。
パ
ド
ヴ
ァ
の
街
に
入
る
と
、

私
は
、
物
見
遊
山
の
好
き
な
人
び
と
が
よ
く
す
る
よ
う
に
、
街
を
散
策
し
は
じ
め

ま
し
た
。
私
は
こ
の
街
が
美
し
く
ま
た
安
全
な
、
最
善
の
場
所
に
位
置
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
事
実
こ
の
街
は
お
お
い
に
賞
讃
す
べ
き
点
を
も
っ
て
い
ま
す

（
★
13
）。
そ
れ
は
、
土
地
の
広
さ
で
あ
り
、
三
重
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
市
壁
で
あ
り
（
市

壁
は
三
重
の
運
河
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
）、
城
門
、
教
会
、
防
塁
、
元
老
院
、
裁
判
所
、

穀
物
・
ワ
イ
ン
・
材
木
・
家
畜
の
市
場
、
舗
装
道
、
私
邸
、
そ
し
て
菜
園
と
そ
こ
を

流
れ
る
運
河
な
ど
で
す
。
し
か
し
街
の
描
写
は
以
上
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
。
事
実
私

の
本
意
は
こ
の
街
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
本
題
に
戻
り

ま
し
ょ
う
。

聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
名
声
に
引
か
れ
て
、私
は
急
い
で
教
会
に
行
き
ま
し
た
。

中
に
入
り
、私
は
教
会
の
中
を
あ
ち
こ
ち
色
々
と
見
て
回
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、

数
こ
そ
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
価
値
の
高
い
も
の
が
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す

（
★
14
）。
最
後
に
私
は
修
道
士
た
ち
の
椅
子
の
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
コ
ー
ロ
に
着
き
ま

し
た
。
あ
な
た
方
の
有
名
な
作
品
で
す
。
こ
こ
で
私
は
は
じ
め
て
立
ち
止
ま
り
、
唖

然
と
し
て
見
つ
め
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
傑
出
し
た
作
品
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
間
と

し
て
は
当
然
の
ご
と
く
に
、
驚
嘆
の
あ
ま
り
呆
然
自
失
と
な
り
ま
し
た
。
す
べ
て
の

も
の
が
実
物
の
よ
う
に
見
え
、
す
ぐ
に
は
作
り
物
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
近

寄
っ
て
く
ま
な
く
手
で
触
れ
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
後
ろ
に
引
い
て
一
歩
一
歩
、
ま

わ
り
を
巡
り（
★
15
）、
熱
心
に
個
々
の
も
の
を
子
細
に
見
ま
し
た
。

ま
ず
、
比
較
的
身
近
な
も
の
で
日
々
目
に
し
て
い
る
物
か
ら
は
じ
め
る
と
す
れ
ば

（
★
16
）、
書
物
は
実
物
よ
り
も
実
物
ら
し
く
見
え
ま
し
た
。
書
物
は
整
然
と
で
は
な

く
、
偶
然
あ
る
い
は
無
頓
着
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
具
合
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
あ
る
書
物
は
閉
じ
て
あ
り
、
あ
る
書
物
は
装
丁
し
た
ば
か
り
な
の
で
閉

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
多
様
性（
★
17
）
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
方

の
才
能
が
輝
き
出
て
い
ま
す
。
ま
た
芯
の
白
い
蝋
燭
が
あ
り
、
丸
い
木
の
器
に
入
っ

て
い
ま
す
。
蝋
燭
は
真
っ
直
ぐ
に
立
っ
て
い
た
り
、
傾
い
て
い
た
り
、
も
っ
と
傾
い

て
い
た
り
、
交
差
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ぎ
っ
し
り
詰
め
込
ま
れ
て
い
な
い
と
き
に

自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
の
が
常
で
あ
る
ご
と
く
に
、
す
べ
て
の
蝋
燭
が
雑

然
と
重
な
り
合
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
新
し
い
暖
炉
の
上
部
が
煙
で
黒
く
な
っ
て

お
り
、
鉢
に
盛
っ
た
果
物
の
山
か
ら
は
桃
が
い
く
つ
か
こ
ろ
げ
落
ち
、
小
部
屋
の
狭

い
と
こ
ろ
か
ら
チ
ェ
ト
ラ
［
リ
ュ
ー
ト
に
似
た
弦
楽
器
］
が
半
分
こ
ち
ら
に
飛
び
出

し
て
い
ま
す（
★
18
）。
細
枝
で
編
ん
だ
見
事
な
出
来
ば
え
の
鳥
籠
が
あ
り
、
鳥
籠
の

中
ほ
ど
と
両
端
を
木
の
輪
が
み
ご
と
に
締
め
て
い
ま
す
。
ブ
ロ
ン
ズ
の
ひ
ご
が
た
く

— 139 —
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さ
ん
あ
り
、
球
形
を
な
し
て
木
の
輪
と
交
差
し
、
天
辺
で
し
っ
か
り
と
結
合
さ
れ
、

木
の
天
辺
に
差
し
込
ん
で
あ
り
ま
す
。
外
側
に
は
角
［
つ
の
、
水
入
れ
］
が
ブ
ロ
ン

ズ
の
線
で
く
く
り
つ
け
ら
れ
、
中
に
は
餌
置
き
と
鳥
の
遊
ぶ
赤
い
輪
が
ぶ
ら
さ
が
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
ま
だ
ら
色
の
一
羽
の
鳥
が
お
り
、
生
き
て
い
る
の
か
、
そ

れ
と
も
そ
う
で
は
な
い
か
、
人
を
迷
わ
せ
続
け
ま
す
。

家
々
、
教
会
、
そ
し
て
ク
ー
ポ
ラ
と
階
段
が
あ
り
、
陰
っ
た
ア
ー
チ
窓
の
鐘
楼
が

あ
り
ま
す
。
半
ば
閉
じ
た
門
扉
か
ら
中
が
見
え
ま
す
。
ま
た
、
草
に
お
お
わ
れ
所
ど

こ
ろ
に
岩
の
見
え
る
あ
な
た
方
の
山
々
は
、
あ
る
所
で
は
ま
だ
ら
な
色
で
、
別
の
所

で
は
緑
の
草
も
あ
り
ま
せ
ん
。
実
物
そ
の
も
の
に
見
せ
る
べ
く
何
か
を
取
り
除
い
た

り
付
け
加
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
正
方
形
プ
ラ
ン
の
建
物
が
突
き
出
て

お
り
、
斜
め
か
ら
見
る
者
に
対
し
て
門
扉
を
見
せ
、
縦
［
奥
行
き
］
方
向
に
も
伸
び

て
い
ま
す
。
聖
人
た
ち
の
顔
は
ど
う
言
い
あ
ら
わ
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
聖
人

の
、
櫛
を
入
れ
て
い
な
い
カ
ー
ル
し
た
髭
は
い
っ
た
い
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ

う
か
。
手
、
指
の
関
節
、
爪
、
ま
た
口
や
歯
は
、
そ
し
て
襞
と
陰
影
で
あ
ら
わ
さ
れ

た
聖
人
た
ち
の
チ
ュ
ー
ニ
ッ
ク
は
［
ど
う
言
っ
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
］。
す
べ
て

の
も
の
が
実
物
よ
り
も
実
物
ら
し
く
、
実
物
よ
り
も
美
し
く
見
え
ま
す
。
聖
プ
ロ
ス

ド
キ
ム
ス
の
顎
下
の
、
輪
の
よ
う
に
巻
い
た
あ
の
白
い
髭
は
、
私
に
と
っ
て
少
な
か

ら
ぬ
喜
び
で
す（
★
19
）。
し
か
し
、
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
と
敬
虔
こ
の
上
な
い
聖
母
の

ま
わ
り
の
葉
と
実
を
つ
け
た
小
枝
は
、
そ
の
色
、
形
、
数
の
多
さ
か
ら
し
て
、
自
然

が
こ
れ
以
上
に
実
物
ら
し
く
作
り
出
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
れ
ら
の
小
枝

か
ら
、
前
日
に
切
り
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
葉
が
し
お
れ
て
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
の

は
驚
き
で
す
。
謙
譲
の
聖
母
の
足
も
と
の
基
壇
の
第
一
段
の
あ
の
ス
ツ
ー
ル
は
平
ら

で
四
角
で
す
が
、
見
る
人
の
方
に
飛
び
出
し
、［
ス
ツ
ー
ル
の
］
脚
で
支
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
否
定
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
小
さ
な
木
の
壺
は
、平
面
上
に
あ
っ
て
も
、

球
形
や
丸
形
に
見
え
ま
す
。聖
杯
に
か
ぶ
せ
た
絹
の
布
は
、そ
の
色
、特
異
な
織
り
方
、

緋
色
の
縁
取
り
紐
と
そ
の
ま
わ
り
の
黒
糸
に
よ
る
幅
の
異
な
る
刺
繍
と
、
襞
や
裾
が

不
ぞ
ろ
い
に
垂
れ
下
が
っ
て
見
る
面
［
角
度
］
に
応
じ
て
色
が
変
化
す
る
襞（
★
20
）

な
ど
に
よ
り
、
ど
ん
な
に
賞
讃
し
て
も
十
分
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
本
物
の
糸
は
、
あ

な
た
方
が
描
い
て
い
る
小
さ
く
渦
を
ま
く
糸
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
こ
れ
ほ
ど
本
物
ら
し
い
影
を
と
も
な
っ
て
箱
か
ら
垂
れ
下
が
っ
て
い
る
の
を
見

る
こ
と
は
め
っ
た
に
あ
り
ま
せ
ん
。

銅
の
鍛
造
と
圧
延
に
す
ぐ
れ
た
ガ
リ
ア
が
、
あ
な
た
方
の
も
の
ほ
ど
本
物
ら
し
い

燭
台
を
イ
タ
リ
ア
に
送
っ
て
き
た
こ
と
は
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
聖
杯
の
口

の
大
き
さ
の
平
ら
で
丸
い
表
面
に
わ
ず
か
な
も
の
が
加
わ
っ
た
だ
け
で
、
そ
れ
が
く

ぼ
み
に
見
え
、
縦
に
［
見
る
者
か
ら
見
て
前
後
に
］
横
た
わ
っ
て
い
る
聖
杯
で
あ
る

と
、
誰
が
信
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
物
入
れ
の
一
部
か
ら
、
木
を
削
る
道
具
の
カ

ン
ナ
が
前
腕
の
長
さ
ほ
ど
突
き
出
て
見
え
る
の
は
、
大
き
な
驚
き
で
し
た
。
銀
の
打

ち
出
し
飾
り
が
つ
い
た
ト
ゥ
リ
ー
ボ
ロ
と
呼
ば
れ
る
銀
の
香
炉
を
、
あ
な
た
方
よ
り

本
物
ら
し
く
滑
ら
か
に
打
っ
た
り
延
ば
し
た
り
で
き
る
金
細
工
師
は
い
ま
せ
ん
。
ま

た
、
あ
な
た
方
の
チ
ェ
ト
ラ
ほ
ど
に
、
各
部
の
構
造
を
際
だ
た
せ
、
共
鳴
胴
を
よ
く

ふ
く
ら
ま
せ
、
棹
を
よ
く
反
ら
せ
、
木
製
の
弦
巻
に
弦
ま
で
張
っ
た
楽
器
が
、
本
物

ら
し
く
、
美
し
く
置
い
て
あ
る
の
を
、
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
天
使
ガ
ブ
リ
エ

ル
の
着
る
亜
麻
の
着
衣
︱
︱
そ
の
高
価
な
布
、
亜
麻
の
蕾
に
特
有
の
色
、
襞
と
襞
の

陰
翳
な
ど
、
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
姿
形
︱
︱
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
讃
え
感
嘆
す
る
こ

と
の
で
き
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
精
神
、
才
能
、
雄
弁
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
な
ぜ
、
私
は
言
葉
を
費
や
し
て
時
を
無
駄
に
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

事
実
私
は
あ
な
た
方
の
傑
作
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
見
つ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
あ
な
た

方
の
技
は
私
た
ち
［
の
言
葉
の
技
］
に
勝
り
ま
す（
★
21
）。
あ
な
た
方
は
制
作
に
よ
っ

て
、
私
た
ち
が
言
葉
で
表
現
す
る
よ
り
は
る
か
に
た
や
す
く
本
物
ら
し
く
自
然
を
模

倣
し
ま
す
。
実
際
あ
な
た
方
は
、
最
高
の
雄
弁
家
が
言
葉
で
表
現
す
る
よ
り
も
、
は

る
か
に
容
易
に
物
に
よ
っ
て
制
作
で
き
ま
す
。

永
遠
の
神
よ
、
あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
私
た
ち
の
時
代

に
芸
術
家
を
お
与
え
に
な
り
、
彼
ら
の
お
か
げ
で
こ
の
技
に
お
い
て
私
た
ち
は
全
古

代
と
競
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
あ
な
た
方
の
よ
う
な
作
家
が
い
れ
ば
、
私
た

ち
は
パ
ラ
シ
オ
ス
も
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
も
ア
ペ
レ
ス
も
恐
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

全
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
紀
の
彫
刻
家
、
画
家（
★
22
）
を
も
恐
れ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
オ
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に
有
名
で
あ
り
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
バ
ル
ト
ロ
メ
ー
オ
［
・
ベ
ッ
ラ
ー
ノ
］（
★
８
）
も
同

様
で
す
。
私
は
あ
え
て
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
芸
術
家
に
、
古
代
人
と
競
わ
せ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
古
代
人
が
な
ぜ
こ
れ
ら
の
人
び
と
よ
り
も
自
然
を
本
物
ら
し
く
模

倣
で
き
た
の
か
私
に
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
芸
術
家
た
ち
と
彼

ら
に
匹
敵
す
る
他
の
芸
術
家
た
ち
と
に
つ
い
て
は
、
別
の
箇
所
で
論
じ
ま
し
ょ
う
。

私
は
、
ど
の
人
の
力
量
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
認
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

さ
て
私
は
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
で
コ
ー
ロ
と
呼
ば
れ
る
修
道
士

ら
の
祈
祷
席（
★
９
）
を
つ
く
っ
た
人
の
才
能
を
讃
え
ま
し
ょ
う
。
数
日
前
に
、
私
は

あ
の
画
像
を
見
、
私
は
そ
の
非
凡
の
技
に
驚
嘆
し
、
私
に
可
能
な
限
り
そ
の
技
を
賞

嘆
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
存
知
の
と
お
り
、
古
代
人
は
画
家
や
彫
刻

家
を
お
お
い
に
賞
嘆
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
あ
の
よ
う
な
芸
術
家
た
ち
を
高
く

評
価
し
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
著
述
に
照
ら
し
て
明
ら
か
な
こ
と
で
す
。

あ
な
た
が
讃
辞
の
書
き
方
に
精
通
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
と
、
私
へ
の
厚
情
と
を
信

頼
し
て
、
こ
の
手
紙
を
送
り
ま
す
。
も
し
こ
れ
が
あ
な
た
の
厳
し
い
判
断
に
か
な
っ

て
、
あ
な
た
が
こ
れ
を
広
め
て
下
さ
る
の
で
し
た
ら
、
ど
う
か
誤
り
を
訂
正
し
て
下

さ
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
破
棄
し
て
下
さ
る
よ
う
。

シ
チ
リ
ア
人
マ
ッ
テ
ー
オ
［
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
］
か
ら
パ
ド
ヴ
ァ
と
イ
タ
リ
ア
の
パ
ラ

シ
オ
ス
で
あ
り
イ
タ
リ
ア
の
フ
ィ
デ
ィ
ア
ス
で
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ペ
レ
ス
で
あ

る
兄
弟
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
と
ロ
レ
ン
ツ
ォ（
★
10 
）
及
び
娘
婿
の
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ピ

エ
ト
ロ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
［
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・
ア
バ
ー
テ
ィ
］
へ（
★
11 
）

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
の
長
い
間
の
教
師
生
活
の
苦
労
か
ら
解
放
さ
れ
、
や
っ
と
私
は

心
を
休
め
る
た
め
に
温
泉
に
向
か
い
ま
し
た（
★
12
）。
パ
ド
ヴ
ァ
の
街
に
入
る
と
、

私
は
、
物
見
遊
山
の
好
き
な
人
び
と
が
よ
く
す
る
よ
う
に
、
街
を
散
策
し
は
じ
め

ま
し
た
。
私
は
こ
の
街
が
美
し
く
ま
た
安
全
な
、
最
善
の
場
所
に
位
置
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
事
実
こ
の
街
は
お
お
い
に
賞
讃
す
べ
き
点
を
も
っ
て
い
ま
す

（
★
13
）。
そ
れ
は
、
土
地
の
広
さ
で
あ
り
、
三
重
に
め
ぐ
ら
さ
れ
た
市
壁
で
あ
り
（
市

壁
は
三
重
の
運
河
に
囲
ま
れ
て
い
ま
す
）、
城
門
、
教
会
、
防
塁
、
元
老
院
、
裁
判
所
、

穀
物
・
ワ
イ
ン
・
材
木
・
家
畜
の
市
場
、
舗
装
道
、
私
邸
、
そ
し
て
菜
園
と
そ
こ
を

流
れ
る
運
河
な
ど
で
す
。
し
か
し
街
の
描
写
は
以
上
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
。
事
実
私

の
本
意
は
こ
の
街
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
本
題
に
戻
り

ま
し
ょ
う
。

聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
名
声
に
引
か
れ
て
、私
は
急
い
で
教
会
に
行
き
ま
し
た
。

中
に
入
り
、私
は
教
会
の
中
を
あ
ち
こ
ち
色
々
と
見
て
回
り
ま
し
た
。
と
い
う
の
は
、

数
こ
そ
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
価
値
の
高
い
も
の
が
見
あ
た
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す

（
★
14
）。
最
後
に
私
は
修
道
士
た
ち
の
椅
子
の
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
コ
ー
ロ
に
着
き
ま

し
た
。
あ
な
た
方
の
有
名
な
作
品
で
す
。
こ
こ
で
私
は
は
じ
め
て
立
ち
止
ま
り
、
唖

然
と
し
て
見
つ
め
ま
し
た
。
こ
れ
ほ
ど
傑
出
し
た
作
品
を
見
た
こ
と
が
な
い
人
間
と

し
て
は
当
然
の
ご
と
く
に
、
驚
嘆
の
あ
ま
り
呆
然
自
失
と
な
り
ま
し
た
。
す
べ
て
の

も
の
が
実
物
の
よ
う
に
見
え
、
す
ぐ
に
は
作
り
物
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
近

寄
っ
て
く
ま
な
く
手
で
触
れ
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
後
ろ
に
引
い
て
一
歩
一
歩
、
ま

わ
り
を
巡
り（
★
15
）、
熱
心
に
個
々
の
も
の
を
子
細
に
見
ま
し
た
。

ま
ず
、
比
較
的
身
近
な
も
の
で
日
々
目
に
し
て
い
る
物
か
ら
は
じ
め
る
と
す
れ
ば

（
★
16
）、
書
物
は
実
物
よ
り
も
実
物
ら
し
く
見
え
ま
し
た
。
書
物
は
整
然
と
で
は
な

く
、
偶
然
あ
る
い
は
無
頓
着
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
具
合
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
し
て
あ
る
書
物
は
閉
じ
て
あ
り
、
あ
る
書
物
は
装
丁
し
た
ば
か
り
な
の
で
閉

じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
多
様
性（
★
17
）
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
方

の
才
能
が
輝
き
出
て
い
ま
す
。
ま
た
芯
の
白
い
蝋
燭
が
あ
り
、
丸
い
木
の
器
に
入
っ

て
い
ま
す
。
蝋
燭
は
真
っ
直
ぐ
に
立
っ
て
い
た
り
、
傾
い
て
い
た
り
、
も
っ
と
傾
い

て
い
た
り
、
交
差
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
ぎ
っ
し
り
詰
め
込
ま
れ
て
い
な
い
と
き
に

自
ら
の
本
性
に
よ
っ
て
そ
う
な
る
の
が
常
で
あ
る
ご
と
く
に
、
す
べ
て
の
蝋
燭
が
雑

然
と
重
な
り
合
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
新
し
い
暖
炉
の
上
部
が
煙
で
黒
く
な
っ
て

お
り
、
鉢
に
盛
っ
た
果
物
の
山
か
ら
は
桃
が
い
く
つ
か
こ
ろ
げ
落
ち
、
小
部
屋
の
狭

い
と
こ
ろ
か
ら
チ
ェ
ト
ラ
［
リ
ュ
ー
ト
に
似
た
弦
楽
器
］
が
半
分
こ
ち
ら
に
飛
び
出

し
て
い
ま
す（
★
18
）。
細
枝
で
編
ん
だ
見
事
な
出
来
ば
え
の
鳥
籠
が
あ
り
、
鳥
籠
の

中
ほ
ど
と
両
端
を
木
の
輪
が
み
ご
と
に
締
め
て
い
ま
す
。
ブ
ロ
ン
ズ
の
ひ
ご
が
た
く

— 138 —
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に
、
例
え
ば
長
い
影
と
短
い
影
、
濃
い
影
と
淡
い
影
が
あ
り
ま
す
。
絵
具
で
は
描
き

に
く
い
も
の
を
、
あ
な
た
方
は
木
で
表
現
し
ま
し
た
。
あ
な
た
方
の
才
能
が
発
揮
さ

れ
る
の
は
そ
こ
で
あ
り
、
物
の
本
性
の
認
識
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

が
あ
な
た
方
を
最
高
の
賞
讃
に
よ
っ
て
高
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
あ
な
た
方
は
不

滅
の
名
声
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
具
眼
の
人
は
こ
れ
ら
の
作

品
を
賞
讃
す
る
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
パ
ド
ヴ
ァ
よ
、
も
し
あ
な
た
が
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
才
能
を
育
て
、

彼
ら
の
芸
術
を
高
か
ら
し
め
る
の
で
し
た
ら
、
私
は
進
ん
で
衷
心
か
ら
あ
な
た
を
讃

え
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
贈
り
物
を
大
切
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
才
能
あ
る
人
び
と
が
こ
こ
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
心
が
け

て
下
さ
い
。
事
実
、
あ
な
た
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
才
能
の
持
ち
主

の
立
派
な
育
て
の
親
で
あ
り
、
彼
ら
の
お
か
げ
で
あ
な
た
の
名
は
諸
国
に
と
ど
ろ
い

て
い
ま
す
。
パ
ド
ヴ
ァ
の
街
を
知
ら
な
い
者
は
法
律
な
し
で
生
活
し
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
す
。

パ
ド
ヴ
ァ
よ
、
あ
な
た
は
そ
の
街
、
市
民
、
そ
し
て
あ
の
よ
う
な
才
能
の
持
ち
主

の
ゆ
え
に
名
高
い
。
あ
な
た
は
、
彼
ら
に
似
て
非
常
に
高
名
な
彫
刻
家
ピ
エ
ト
ロ
・

ロ
ン
バ
ル
ド
の
技
ゆ
え
に
名
高
い
。
彼
は
こ
こ
で
、
生
き
た
顔
を
大
理
石
か
ら
彫
り

出
し
ま
し
た
。
先
日
私
は
サ
ン
・
ジ
ョ
ッ
ベ
教
会
で（
★
26
）
そ
れ
を
お
お
い
に
賞
讃

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
く
わ
し
く
述
べ
ま
し
ょ
う
。
そ

の
機
会
が
ど
こ
で
与
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
彼
の
価
値
に
つ
い
て
述
べ
る
義
務
が
私
に

は
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
本
題
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
私
は
拙
く
分
不
相
応
な
筆
で
、
あ
え

て
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
才
能
の
持
ち
主
を
汚
す
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
方
を
賞
讃

す
る
に
は
、
大
き
な
才
能
と
立
派
な
演
説
で
競
い
あ
う
こ
と
が
で
き
る
優
れ
た
キ
ケ

ロ
の
大
河
の
ご
と
き
雄
弁
が
必
要
で
し
ょ
う
。
拙
い
雄
弁
が
偉
大
な
主
題
に
取
り
組

む
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
方
の
真
価
が
私
を
黙
ら

せ
て
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
少
な
く
と
も
私
は
ほ
か
の
人
び
と
の
た
め
に
道
を

開
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
当
に
雄
弁
に
語
る
こ
と
の
で
き
る
人
び
と
は
、
よ
り

ふ
さ
わ
し
く
あ
な
た
方
を
賞
讃
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
れ
を
願
っ
て
い
ま

す
。
も
し
ふ
さ
わ
し
い
賞
讃
が
あ
な
た
方
の
偉
大
な
能
力
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
限
り
で
私
は
自
分
が
誰
よ
り
も
劣
る
者
で
あ
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
願
っ
て

い
ま
す
。

訳�

注

（
1
） 

以
下
の
本
文
に
も
見
ら
れ
る
﹁
透
視
画
﹂perspectiva

は
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら

の
タ
ル
シ
ア
（
木
象
嵌
）
に
よ
る
透
視
画
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
を
も

さ
し
て
い
る
が
、コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
力
点
は
も
ち
ろ
ん
前
者
に
あ
る
。
十
五
世
紀
後
半
以
後
﹁
マ

エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
﹂
と
い
え
ば
、
透
視
画
を
よ
く
し
た
タ
ル
シ

ア
の
マ
エ
ス
ト
ロ
を
意
味
し
た
。

（
2
） ﹁
シ
チ
リ
ア
人
ア
ン
ト
ニ
オ
﹂
に
つ
い
て
詳
細
不
詳
だ
が
、
彼
が
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
学
長
だ
っ
た

の
は
一
四
七
五
年
で
あ
り
、
こ
れ
が
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
執
筆
年
推
定
の
根
拠
と
な
っ
て
い

る
（B

agatin, 1990, p.71, n.26

）。

（
3
） 

ア
ン
ト
ネ
ッ
ロ
・
ダ
・
メ
ッ
シ
ー
ナ
（
一
四
三
七
頃
～
一
四
七
九
）
の
サ
ン
・
カ
ッ
シ
ア
ー

ノ
教
会
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
）
の
祭
壇
画
（
一
四
七
五
、
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
史
美
術
館
）
は
玉

座
の
聖
母
子
と
聖
人
た
ち
を
下
か
ら
仰
い
だ
透
視
遠
近
法
で
描
く
。

（
4
） 

ヤ
コ
ポ
・
ベ
リ
ー
ニ
（
一
四
○
○
頃
～
一
四
七
○
／
七
一
）
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
ル
ネ
サ
ン

ス
絵
画
の
祖
と
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
・
ベ
リ
ー
ニ
（
一
四
二
九
～
一
五
○
七
）
と
ジ
ョ

ヴ
ァ
ン
ニ
・
ヴ
ェ
リ
ー
ニ
（
一
四
三
一
～
一
五
一
六
）
は
そ
の
子
で
あ
る
。
こ
こ
で
コ
ラ
ツ
ィ

オ
は
と
く
に
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

（
5
） 

ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ（
一
四
三
一
～
一
五
○
六
）は
主
に
パ
ド
ヴ
ァ
と
マ
ン
ト
ヴ
ァ

で
活
動
。ヤ
コ
ポ
・
ベ
リ
ー
ニ
の
娘
婿
。パ
ド
ヴ
ァ
で
ス
ク
ァ
ル
チ
オ
ー
ネ
に
就
い
て
古
代
ロ
ー

マ
の
文
物
へ
の
憧
憬
を
強
め
る
と
と
も
に
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
に
学
ん
で
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
仰
角
の
透
視
遠
近
法
と
謹
厳
な
デ
ッ
サ
ン
を
修
得
し
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
絵

画
の
構
想
を
北
イ
タ
リ
ア
、
特
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
伝
え
た
。
パ
ド
ヴ
ァ
の
作
品
と
し
て
エ

レ
ミ
タ
ー
ニ
教
会
の
オ
ヴ
ェ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
壁
画（
一
四
四
九
～
五
二
）が
あ
り
、マ
ン
ト
ヴ
ァ

で
の
制
作
に
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ド
ゥ
カ
ー
レ
の
﹁
婚
礼
の
間
﹂
の
壁
画
（
一
四
七
四
）
が
あ
る
。
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リ
ュ
ン
ピ
ア
紀
八
十
三
年
の
カ
ル
カ
メ
ネ
［
ア
ル
カ
メ
ネ
ス
］、
ク
リ
テ
ィ
ア
［
ク

リ
テ
ィ
ア
ス
］、
ア
エ
グ
ラ
［
ヘ
ギ
ア
ス
か
］。
八
十
七
年
の
ア
ゲ
ラ
デ
［
ハ
ゲ
ラ

デ
ス
］、
ガ
ロ
ネ
［
カ
ロ
ン
］、 

ポ
リ
ク
レ
ト
［
ポ
リ
ク
レ
イ
ト
ゥ
ス
］、
ゴ
ル
ギ
ア

［
ゴ
ル
ギ
ア
ス
］、
ラ
コ
ネ
［

　？

　］、
ミ
ロ
ネ
［
ミ
ロ
ン
］、
ピ
タ
ゴ
ラ
［
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
］、
ス
コ
パ
［
ス
コ
パ
ス
］、
ペ
リ
オ
［
ペ
レ
ル
ス
？
］、
ア
リ
ギ
オ
［

　？

　］、
ア
ソ
ポ
ド
ロ
［
ア
ソ
ポ
ド
ル
ス
］、
ア
レ
ク
シ
［
ア
レ
ク
シ
ス
］、
ア
リ
ス
テ
ィ

デ
［
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
］、
フ
ォ
エ
モ
ネ
［
フ
リ
ノ
］、
ア
ン
テ
ノ
ド
ロ
［
ア
テ
ノ
ド

ル
ス
］、
ク
レ
メ
ア
［

　？

　］、
ク
リ
ト
ロ
［
ク
レ
イ
ト
ン
の
デ
メ
ア
ス
か
］。
第

九
十
五
年
の
ナ
ウ
キ
デ
［
ナ
ウ
キ
デ
ス
］、
デ
ィ
ノ
ネ
［
デ
ィ
ノ
メ
ネ
ス
］、
パ
ト
ロ

ク
ロ
［
パ
ト
ロ
ク
ル
ス
］。
百
二
年
の
ポ
リ
デ
［
ポ
リ
ュ
ク
レ
ス
］、
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ロ

［
ケ
フ
ィ
ド
ト
ゥ
ス
］、
レ
マ
レ
［
レ
オ
カ
レ
ス
か
］、
イ
ッ
ポ
ド
ロ
［
ヒ
ュ
パ
ド
ト

ス
］。
百
四
年
の
プ
ラ
シ
テ
レ
［
プ
ラ
ク
シ
テ
レ
ス
］、
エ
ウ
フ
ラ
ノ
レ
［
エ
ウ
フ
ラ

ノ
ル
］。
百
七
年
の
エ
キ
オ
ト
ロ
［
ア
エ
テ
ィ
オ
ン
か
］
と
イ
マ
コ
［
テ
リ
マ
ク
ス

か
］。
百
十
四
年
の
リ
シ
ッ
ポ
［
リ
シ
ッ
プ
ス
］、
リ
シ
ア
［
リ
シ
ス
ト
ラ
ト
ゥ
ス
］、

ト
シ
オ
［

　？

　］、
ト
ネ
［

　？

　］、 
エ
ウ
フ
ォ
ル
ミ
デ
［
エ
ウ
フ
ロ
ン
］、 

ソ
ス

ト
ラ
ト
［
ソ
ス
ト
ラ
ト
ゥ
ス
］、
イ
オ
ネ
［
イ
オ
ン
］、
ゼ
ウ
シ
ア
デ
［
ゼ
ウ
ク
シ
ア

デ
ス
］。
百
二
十
年
の
エ
ウ
テ
ィ
キ
デ
［
エ
ウ
テ
ュ
キ
デ
ス
］、エ
ウ
テ
ィ
ク
ラ
テ
［
エ

ウ
テ
ィ
ク
ラ
テ
ス
］、ケ
ピ
［

　？

　］、シ
ク
ロ
ト
［

　？

　］、テ
ィ
マ
ル
コ
［
テ
ィ

マ
ル
ク
ス
］、
ピ
ロ
マ
ケ
［
ピ
ロ
マ
ク
ス
］。

彼
ら
全
員
の
名
前
と
そ
の
全
作
品
を
列
挙
し
た
と
し
て
も
、
私
の
判
断
で
は
、
あ

な
た
方
を
古
代
人
と
比
較
す
る
に
つ
け
何
の
恐
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ド
ウ
の
実

を
あ
の
よ
う
に
み
ご
と
に
描
き
、
絵
の
中
の
実
を
鳥
に
つ
い
ば
ま
せ
る
ほ
ど
の
画
家

（
★
23
）
が
い
た
に
し
て
も
、
彼
ら
が
亜
麻
布
に
神
々
の
像
を
描
き
、
そ
れ
が
経
年
と

虫
食
い
が
原
因
で
三
度
四
度
と
修
復
を
重
ね
る
に
価
す
る
ほ
ど
の
で
き
で
あ
っ
た
に

し
て
も（
★
24
）、
大
理
石
に
生
き
い
き
と
し
た
顔
つ
き
を
彫
っ
た
に
し
て
も
、
彼
ら

が
透
視
遠
近
法
に
関
す
る
書
物
を
書
き
、
大
き
さ
、
輪
郭
、
陰
影
、
色
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
の
幾
何
学
的
比
例
、
あ
る
い
は
生
き
物
の
寸
法
に
つ
い
て
、
み
ご
と
に
そ
の
規

範
︱
︱
そ
れ
に
よ
り
後
世
の
人
た
ち
は
有
名
に
な
り
ま
し
た
︱
︱
が
示
さ
れ
た
に
し

て
も
。
古
代
人
の
才
能
が
い
か
に
輝
き
に
満
ち
、
彼
ら
の
多
く
が
技
を
師
匠
な
く
し

て
修
得
し
名
を
な
し
た
に
し
て
も
、
彼
ら
と
あ
な
た
方
を
比
べ
て
恐
れ
る
い
わ
れ
は

何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
自
然
の
本
性
と
形
態
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
数
学
者

が
判
定
者
と
な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
私
た
ち
が
古
代
人
に
劣
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
才
能
の
欠
如
の
た
め
で
は
な
く
、
偶
然
か
運
命
に
よ
り
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
古
代
人
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
、

マ
ル
ク
ス
・
ワ
ッ
ロ
ー
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
、
Ｍ
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
・
キ
ケ
ロ
等
、

作
品
を
批
評
し
賞
讃
す
る
人
び
と
が
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
あ
な
た
方
は
能
力
が

ま
っ
た
く
尊
重
さ
れ
な
い
時
代
に
、
貪
欲
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
時
代
に
、
あ
な
た

方
の
作
品
と
秘
技
と
卓
越
性
を
ご
く
わ
ず
か
の
人
し
か
理
解
し
な
い
時
代
に
、
生
き

て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
人
が
何
人
か
い
た
に

し
て
も
、
そ
れ
を
賞
嘆
す
る
人
は
さ
ら
に
少
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し

た
人
び
と
は
作
品
の
本
当
の
価
値
よ
り
そ
の
金
銭
的
価
値
に
心
を
動
か
さ
れ
る
か
ら

で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
古
代
人
た
ち
は
あ
な
た
方
に
勝
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
私
は
あ
な
た

方
に
同
情
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
あ
な
た
方
の
運
命
を
嘆
く
の
で
す
。
あ
な
た
方
が
、
優

れ
た
批
評
家
の
お
か
げ
で
個
々
の
芸
術
家
の
価
値
が
容
易
に
理
解
さ
れ
、
才
能
が
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
褒
賞
で
報
い
ら
れ
、
能
力
の
あ
る
人
の
も
と
に
は
せ
参
じ
支
援
し

て
く
れ
る
マ
エ
ケ
ナ
ス
や
ポ
ッ
リ
オ
ー
の
よ
う
な
人
が
い
つ
も
い
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ

ス
の
時
代
に
生
き
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
私
は
あ
な
た
方
の
あ
の
作
品
に
驚
く
べ
き
二
つ
の
美
質
を
認
め
ま
し
た
。

そ
の
優
劣
は
決
め
が
た
く
、
い
ず
れ
も
優
れ
た
美
質
で
す
︱
︱
そ
の
ど
の
ど
ち
ら
を

よ
り
賞
讃
し
た
ら
よ
い
か
、
私
に
も
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
︱
︱
。
す
な
わ
ち
、［
第

一
は
］
あ
な
た
方
が
、
特
性
、
形
、
輪
郭
、
寸
法
な
ど
物
の
本
性
を
、
あ
な
た
方
が

表
現
し
て
い
る
と
お
り
に
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、［
第
二
は
］
こ
れ
ら
の
も

の
す
べ
て
を
、
ま
さ
し
く
あ
な
た
方
が
認
識
し
て
い
る
と
お
り
に
、
み
ご
と
に
表
現

し
て
い
る
こ
と
で
す（
★
25
）。
で
す
か
ら
あ
な
た
方
は
、
認
識
の
み
な
ら
ず
表
現
に

お
い
て
、
自
然
の
驚
く
べ
き
理
解
者
で
す
。
あ
の
作
品
は
、
あ
な
た
方
の
作
品
で
は

な
く
、
自
然
の
作
品
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
性
が
求
め
る
と
お
り

— 137 —
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に
、
例
え
ば
長
い
影
と
短
い
影
、
濃
い
影
と
淡
い
影
が
あ
り
ま
す
。
絵
具
で
は
描
き

に
く
い
も
の
を
、
あ
な
た
方
は
木
で
表
現
し
ま
し
た
。
あ
な
た
方
の
才
能
が
発
揮
さ

れ
る
の
は
そ
こ
で
あ
り
、
物
の
本
性
の
認
識
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と

が
あ
な
た
方
を
最
高
の
賞
讃
に
よ
っ
て
高
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
あ
な
た
方
は
不

滅
の
名
声
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
具
眼
の
人
は
こ
れ
ら
の
作

品
を
賞
讃
す
る
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
パ
ド
ヴ
ァ
よ
、
も
し
あ
な
た
が
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
才
能
を
育
て
、

彼
ら
の
芸
術
を
高
か
ら
し
め
る
の
で
し
た
ら
、
私
は
進
ん
で
衷
心
か
ら
あ
な
た
を
讃

え
ま
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
き
な
贈
り
物
を
大
切
に
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
才
能
あ
る
人
び
と
が
こ
こ
か
ら
い
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
心
が
け

て
下
さ
い
。
事
実
、
あ
な
た
は
今
も
昔
も
変
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
才
能
の
持
ち
主

の
立
派
な
育
て
の
親
で
あ
り
、
彼
ら
の
お
か
げ
で
あ
な
た
の
名
は
諸
国
に
と
ど
ろ
い

て
い
ま
す
。
パ
ド
ヴ
ァ
の
街
を
知
ら
な
い
者
は
法
律
な
し
で
生
活
し
て
い
る
よ
う
な

も
の
で
す
。

パ
ド
ヴ
ァ
よ
、
あ
な
た
は
そ
の
街
、
市
民
、
そ
し
て
あ
の
よ
う
な
才
能
の
持
ち
主

の
ゆ
え
に
名
高
い
。
あ
な
た
は
、
彼
ら
に
似
て
非
常
に
高
名
な
彫
刻
家
ピ
エ
ト
ロ
・

ロ
ン
バ
ル
ド
の
技
ゆ
え
に
名
高
い
。
彼
は
こ
こ
で
、
生
き
た
顔
を
大
理
石
か
ら
彫
り

出
し
ま
し
た
。
先
日
私
は
サ
ン
・
ジ
ョ
ッ
ベ
教
会
で（
★
26
）
そ
れ
を
お
お
い
に
賞
讃

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
く
わ
し
く
述
べ
ま
し
ょ
う
。
そ

の
機
会
が
ど
こ
で
与
え
ら
れ
る
に
せ
よ
、
彼
の
価
値
に
つ
い
て
述
べ
る
義
務
が
私
に

は
あ
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
本
題
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
ど
う
し
て
私
は
拙
く
分
不
相
応
な
筆
で
、
あ
え

て
こ
の
よ
う
な
偉
大
な
才
能
の
持
ち
主
を
汚
す
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
な
た
方
を
賞
讃

す
る
に
は
、
大
き
な
才
能
と
立
派
な
演
説
で
競
い
あ
う
こ
と
が
で
き
る
優
れ
た
キ
ケ

ロ
の
大
河
の
ご
と
き
雄
弁
が
必
要
で
し
ょ
う
。
拙
い
雄
弁
が
偉
大
な
主
題
に
取
り
組

む
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
な
た
方
の
真
価
が
私
を
黙
ら

せ
て
は
お
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
少
な
く
と
も
私
は
ほ
か
の
人
び
と
の
た
め
に
道
を

開
き
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
本
当
に
雄
弁
に
語
る
こ
と
の
で
き
る
人
び
と
は
、
よ
り

ふ
さ
わ
し
く
あ
な
た
方
を
賞
讃
で
き
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
れ
を
願
っ
て
い
ま

す
。
も
し
ふ
さ
わ
し
い
賞
讃
が
あ
な
た
方
の
偉
大
な
能
力
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
の
限
り
で
私
は
自
分
が
誰
よ
り
も
劣
る
者
で
あ
る
こ
と
を
、
む
し
ろ
願
っ
て

い
ま
す
。

訳�

注

（
1
） 

以
下
の
本
文
に
も
見
ら
れ
る
﹁
透
視
画
﹂perspectiva

は
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら

の
タ
ル
シ
ア
（
木
象
嵌
）
に
よ
る
透
視
画
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
を
も

さ
し
て
い
る
が
、コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
力
点
は
も
ち
ろ
ん
前
者
に
あ
る
。
十
五
世
紀
後
半
以
後
﹁
マ

エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
﹂
と
い
え
ば
、
透
視
画
を
よ
く
し
た
タ
ル
シ

ア
の
マ
エ
ス
ト
ロ
を
意
味
し
た
。

（
2
） ﹁
シ
チ
リ
ア
人
ア
ン
ト
ニ
オ
﹂
に
つ
い
て
詳
細
不
詳
だ
が
、
彼
が
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
学
長
だ
っ
た

の
は
一
四
七
五
年
で
あ
り
、
こ
れ
が
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
執
筆
年
推
定
の
根
拠
と
な
っ
て
い

る
（B

agatin, 1990, p.71, n.26

）。

（
3
） 

ア
ン
ト
ネ
ッ
ロ
・
ダ
・
メ
ッ
シ
ー
ナ
（
一
四
三
七
頃
～
一
四
七
九
）
の
サ
ン
・
カ
ッ
シ
ア
ー

ノ
教
会
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
）
の
祭
壇
画
（
一
四
七
五
、
ウ
ィ
ー
ン
の
美
術
史
美
術
館
）
は
玉

座
の
聖
母
子
と
聖
人
た
ち
を
下
か
ら
仰
い
だ
透
視
遠
近
法
で
描
く
。

（
4
） 

ヤ
コ
ポ
・
ベ
リ
ー
ニ
（
一
四
○
○
頃
～
一
四
七
○
／
七
一
）
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
派
ル
ネ
サ
ン

ス
絵
画
の
祖
と
さ
れ
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
・
ベ
リ
ー
ニ
（
一
四
二
九
～
一
五
○
七
）
と
ジ
ョ

ヴ
ァ
ン
ニ
・
ヴ
ェ
リ
ー
ニ
（
一
四
三
一
～
一
五
一
六
）
は
そ
の
子
で
あ
る
。
こ
こ
で
コ
ラ
ツ
ィ

オ
は
と
く
に
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

（
5
） 

ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ（
一
四
三
一
～
一
五
○
六
）は
主
に
パ
ド
ヴ
ァ
と
マ
ン
ト
ヴ
ァ

で
活
動
。ヤ
コ
ポ
・
ベ
リ
ー
ニ
の
娘
婿
。パ
ド
ヴ
ァ
で
ス
ク
ァ
ル
チ
オ
ー
ネ
に
就
い
て
古
代
ロ
ー

マ
の
文
物
へ
の
憧
憬
を
強
め
る
と
と
も
に
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
に
学
ん
で
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
仰
角
の
透
視
遠
近
法
と
謹
厳
な
デ
ッ
サ
ン
を
修
得
し
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
絵

画
の
構
想
を
北
イ
タ
リ
ア
、
特
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
伝
え
た
。
パ
ド
ヴ
ァ
の
作
品
と
し
て
エ

レ
ミ
タ
ー
ニ
教
会
の
オ
ヴ
ェ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
壁
画（
一
四
四
九
～
五
二
）が
あ
り
、マ
ン
ト
ヴ
ァ

で
の
制
作
に
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ド
ゥ
カ
ー
レ
の
﹁
婚
礼
の
間
﹂
の
壁
画
（
一
四
七
四
）
が
あ
る
。
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リ
ュ
ン
ピ
ア
紀
八
十
三
年
の
カ
ル
カ
メ
ネ
［
ア
ル
カ
メ
ネ
ス
］、
ク
リ
テ
ィ
ア
［
ク

リ
テ
ィ
ア
ス
］、
ア
エ
グ
ラ
［
ヘ
ギ
ア
ス
か
］。
八
十
七
年
の
ア
ゲ
ラ
デ
［
ハ
ゲ
ラ

デ
ス
］、
ガ
ロ
ネ
［
カ
ロ
ン
］、 

ポ
リ
ク
レ
ト
［
ポ
リ
ク
レ
イ
ト
ゥ
ス
］、
ゴ
ル
ギ
ア

［
ゴ
ル
ギ
ア
ス
］、
ラ
コ
ネ
［

　？

　］、
ミ
ロ
ネ
［
ミ
ロ
ン
］、
ピ
タ
ゴ
ラ
［
ピ
タ

ゴ
ラ
ス
］、
ス
コ
パ
［
ス
コ
パ
ス
］、
ペ
リ
オ
［
ペ
レ
ル
ス
？
］、
ア
リ
ギ
オ
［

　？

　］、
ア
ソ
ポ
ド
ロ
［
ア
ソ
ポ
ド
ル
ス
］、
ア
レ
ク
シ
［
ア
レ
ク
シ
ス
］、
ア
リ
ス
テ
ィ

デ
［
ア
リ
ス
テ
ィ
デ
ス
］、
フ
ォ
エ
モ
ネ
［
フ
リ
ノ
］、
ア
ン
テ
ノ
ド
ロ
［
ア
テ
ノ
ド

ル
ス
］、
ク
レ
メ
ア
［

　？

　］、
ク
リ
ト
ロ
［
ク
レ
イ
ト
ン
の
デ
メ
ア
ス
か
］。
第

九
十
五
年
の
ナ
ウ
キ
デ
［
ナ
ウ
キ
デ
ス
］、
デ
ィ
ノ
ネ
［
デ
ィ
ノ
メ
ネ
ス
］、
パ
ト
ロ

ク
ロ
［
パ
ト
ロ
ク
ル
ス
］。
百
二
年
の
ポ
リ
デ
［
ポ
リ
ュ
ク
レ
ス
］、
ケ
フ
ィ
ソ
ド
ロ

［
ケ
フ
ィ
ド
ト
ゥ
ス
］、
レ
マ
レ
［
レ
オ
カ
レ
ス
か
］、
イ
ッ
ポ
ド
ロ
［
ヒ
ュ
パ
ド
ト

ス
］。
百
四
年
の
プ
ラ
シ
テ
レ
［
プ
ラ
ク
シ
テ
レ
ス
］、
エ
ウ
フ
ラ
ノ
レ
［
エ
ウ
フ
ラ

ノ
ル
］。
百
七
年
の
エ
キ
オ
ト
ロ
［
ア
エ
テ
ィ
オ
ン
か
］
と
イ
マ
コ
［
テ
リ
マ
ク
ス

か
］。
百
十
四
年
の
リ
シ
ッ
ポ
［
リ
シ
ッ
プ
ス
］、
リ
シ
ア
［
リ
シ
ス
ト
ラ
ト
ゥ
ス
］、

ト
シ
オ
［

　？

　］、
ト
ネ
［

　？

　］、 

エ
ウ
フ
ォ
ル
ミ
デ
［
エ
ウ
フ
ロ
ン
］、 

ソ
ス

ト
ラ
ト
［
ソ
ス
ト
ラ
ト
ゥ
ス
］、
イ
オ
ネ
［
イ
オ
ン
］、
ゼ
ウ
シ
ア
デ
［
ゼ
ウ
ク
シ
ア

デ
ス
］。
百
二
十
年
の
エ
ウ
テ
ィ
キ
デ
［
エ
ウ
テ
ュ
キ
デ
ス
］、エ
ウ
テ
ィ
ク
ラ
テ
［
エ

ウ
テ
ィ
ク
ラ
テ
ス
］、ケ
ピ
［

　？

　］、シ
ク
ロ
ト
［

　？

　］、テ
ィ
マ
ル
コ
［
テ
ィ

マ
ル
ク
ス
］、
ピ
ロ
マ
ケ
［
ピ
ロ
マ
ク
ス
］。

彼
ら
全
員
の
名
前
と
そ
の
全
作
品
を
列
挙
し
た
と
し
て
も
、
私
の
判
断
で
は
、
あ

な
た
方
を
古
代
人
と
比
較
す
る
に
つ
け
何
の
恐
れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ド
ウ
の
実

を
あ
の
よ
う
に
み
ご
と
に
描
き
、
絵
の
中
の
実
を
鳥
に
つ
い
ば
ま
せ
る
ほ
ど
の
画
家

（
★
23
）
が
い
た
に
し
て
も
、
彼
ら
が
亜
麻
布
に
神
々
の
像
を
描
き
、
そ
れ
が
経
年
と

虫
食
い
が
原
因
で
三
度
四
度
と
修
復
を
重
ね
る
に
価
す
る
ほ
ど
の
で
き
で
あ
っ
た
に

し
て
も（
★
24
）、
大
理
石
に
生
き
い
き
と
し
た
顔
つ
き
を
彫
っ
た
に
し
て
も
、
彼
ら

が
透
視
遠
近
法
に
関
す
る
書
物
を
書
き
、
大
き
さ
、
輪
郭
、
陰
影
、
色
、
さ
ま
ざ
ま

な
形
の
幾
何
学
的
比
例
、
あ
る
い
は
生
き
物
の
寸
法
に
つ
い
て
、
み
ご
と
に
そ
の
規

範
︱
︱
そ
れ
に
よ
り
後
世
の
人
た
ち
は
有
名
に
な
り
ま
し
た
︱
︱
が
示
さ
れ
た
に
し

て
も
。
古
代
人
の
才
能
が
い
か
に
輝
き
に
満
ち
、
彼
ら
の
多
く
が
技
を
師
匠
な
く
し

て
修
得
し
名
を
な
し
た
に
し
て
も
、
彼
ら
と
あ
な
た
方
を
比
べ
て
恐
れ
る
い
わ
れ
は

何
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
自
然
の
本
性
と
形
態
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
数
学
者

が
判
定
者
と
な
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。
し
か
し
私
た
ち
が
古
代
人
に
劣
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
才
能
の
欠
如
の
た
め
で
は
な
く
、
偶
然
か
運
命
に
よ
り
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
古
代
人
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
、

マ
ル
ク
ス
・
ワ
ッ
ロ
ー
、
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
、
Ｍ
・
ト
ゥ
リ
ウ
ス
・
キ
ケ
ロ
等
、

作
品
を
批
評
し
賞
讃
す
る
人
び
と
が
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
あ
な
た
方
は
能
力
が

ま
っ
た
く
尊
重
さ
れ
な
い
時
代
に
、
貪
欲
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
時
代
に
、
あ
な
た

方
の
作
品
と
秘
技
と
卓
越
性
を
ご
く
わ
ず
か
の
人
し
か
理
解
し
な
い
時
代
に
、
生
き

て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
も
の
を
正
し
く
理
解
す
る
人
が
何
人
か
い
た
に

し
て
も
、
そ
れ
を
賞
嘆
す
る
人
は
さ
ら
に
少
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し

た
人
び
と
は
作
品
の
本
当
の
価
値
よ
り
そ
の
金
銭
的
価
値
に
心
を
動
か
さ
れ
る
か
ら

で
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
古
代
人
た
ち
は
あ
な
た
方
に
勝
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
私
は
あ
な
た

方
に
同
情
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
あ
な
た
方
の
運
命
を
嘆
く
の
で
す
。
あ
な
た
方
が
、
優

れ
た
批
評
家
の
お
か
げ
で
個
々
の
芸
術
家
の
価
値
が
容
易
に
理
解
さ
れ
、
才
能
が
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
褒
賞
で
報
い
ら
れ
、
能
力
の
あ
る
人
の
も
と
に
は
せ
参
じ
支
援
し

て
く
れ
る
マ
エ
ケ
ナ
ス
や
ポ
ッ
リ
オ
ー
の
よ
う
な
人
が
い
つ
も
い
た
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ

ス
の
時
代
に
生
き
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
方
が
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
す
。

さ
て
、
私
は
あ
な
た
方
の
あ
の
作
品
に
驚
く
べ
き
二
つ
の
美
質
を
認
め
ま
し
た
。

そ
の
優
劣
は
決
め
が
た
く
、
い
ず
れ
も
優
れ
た
美
質
で
す
︱
︱
そ
の
ど
の
ど
ち
ら
を

よ
り
賞
讃
し
た
ら
よ
い
か
、
私
に
も
分
か
ら
な
い
ほ
ど
で
す
︱
︱
。
す
な
わ
ち
、［
第

一
は
］
あ
な
た
方
が
、
特
性
、
形
、
輪
郭
、
寸
法
な
ど
物
の
本
性
を
、
あ
な
た
方
が

表
現
し
て
い
る
と
お
り
に
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、［
第
二
は
］
こ
れ
ら
の
も

の
す
べ
て
を
、
ま
さ
し
く
あ
な
た
方
が
認
識
し
て
い
る
と
お
り
に
、
み
ご
と
に
表
現

し
て
い
る
こ
と
で
す（
★
25
）。
で
す
か
ら
あ
な
た
方
は
、
認
識
の
み
な
ら
ず
表
現
に

お
い
て
、
自
然
の
驚
く
べ
き
理
解
者
で
す
。
あ
の
作
品
は
、
あ
な
た
方
の
作
品
で
は

な
く
、
自
然
の
作
品
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
物
の
本
性
が
求
め
る
と
お
り

— 136 —
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ろ
う
と
想
像
す
る
。

（
20
） ﹁
見
る
面
［
角
度
］
に
応
じ
て
色
が
変
化
す
る
﹂
に
つ
い
て
、
絵
画
で
は
あ
り
え
な
い
タ
ル
シ

ア
独
自
の
あ
ら
わ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
タ
ル
シ
ア
の
ピ
ー
ス
の
繊
維
と
木
に
含
ま
れ
る
樹

脂
の
違
い
に
よ
っ
て
、
見
る
角
度
に
応
じ
て
色
が
変
わ
る
だ
け
で
な
く
、
フ
ォ
ル
ム
が
動
く
。

プ
エ
ラ
ー
リ（Puerari 1968, p.14

）は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
作
の
タ
ル
シ
ア（
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
）

に
つ
い
て
同
じ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
） 

以
下
の
箇
所
で
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
タ
ル
シ
ア
の
技
と
雄
弁
の
技
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
と
を
同
列

に
置
い
て
い
る
。
解
説
参
照
。

（
22
） 

以
下
の
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
紀
に
し
た
が
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
芸
術
家
の
名
列
は
プ
リ
ニ
ウ
ス

﹃
博
物
誌
﹄三
十
四
巻
の
四
十
九
以
下（Pliny, X

X
X

IV
,49 ff.

）以
下
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
が
、

一
部
に
も
れ
（
八
十
三
年
の
ネ
シ
オ
テ
ス
ほ
か
）
が
あ
る
ほ
か
、
人
名
と
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
紀

と
が
ず
れ
て
い
る
場
合（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
紀
九
十
年
の
ポ
リ
ュ
ク
レ
イ
ト
ゥ
ス
ほ
か
）が
あ
る
。

こ
こ
で
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
テ
ク
ス
ト
を
尊
重
し
て
人
名
の
綴
り
を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
に
し
、

プ
リ
ニ
ウ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
読
み
を
［

　］
内
に
添
え
た
。［
？
］
は
不
明
な
場
合
で
あ
る
。

プ
リ
ニ
ウ
ス
に
も
と
づ
い
た
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
名
列
は
誤
り
が
多
く
、
歴
史
的
な
意
味
は
薄
い
。

（
23
） 

ゼ
ウ
ク
シ
ス
の
描
い
た
ブ
ド
ウ
の
絵
に
小
鳥
が
飛
ん
で
き
た
と
い
う
プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
博
物
誌
﹄

の
記
事
よ
り
（Pliny, X

X
X

V
,65

）。

（
24
） 

ア
ペ
レ
ス
の
描
い
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
絵
は
そ
の
下
部
が
損
傷
し
修
復
さ
れ
よ
う
と
し
た
と

す
る
プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
博
物
誌
﹄
の
記
事
に
よ
る
か
（Pliny, X

X
X

V
, 91-92

）。

（
25
） 

こ
こ
に
言
わ
れ
る
﹁
認
識
す
るintelligere

﹂
は
﹁
理
解
す
る
・
知
覚
す
る
・
観
察
す
る
・
想

像
す
る
﹂
の
意
味
で
あ
る
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄

弟
の
透
視
遠
近
法
に
よ
る
対
象
世
界
の
認
識
、
つ
ま
り
認
識
論
的
側
面
を
言
い
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
他
方
、﹁
表
現
す
る fingere

﹂
の
原
義
は
﹁
軟
ら
か
い
も
の
で
造
形
す
る
。
形
作
る
﹂

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
﹁
思
い
描
く
・
想
像
す
る
﹂﹁
し
つ
ら
え
る
、
装
飾
す
る
﹂
の
意
味
が
派

生
す
る
（D

ictionary of M
edieval Latin from

 B
ritish Sources, O

xford U
niversity 

Press: fingere 

とintelligere

の
項
参
照
）。 

コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
テ
ク
ス
ト
で
はfingere

は
原

義
に
寄
せ
て
訳
す
の
が
適
当
で
あ
り
、
欧
米
の
タ
ル
シ
ア
研
究
に
間
々
見
ら
れ
る
よ
う
な
素

材
の
無
化
を
前
提
に
し
た
﹁
目
だ
ま
し
、
ト
ロ
ン
プ
・
ル
イ
ユ
﹂
と
解
す
る
の
は
適
切
で
は

な
い
。
解
説
参
照
。

（
26
） 

サ
ン
・
ジ
ョ
ッ
ベ
教
会
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
）
に
は
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
の
彫
刻
が
い
く

つ
か
あ
る
。
ま
た
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
は
一
四
七
○
年
代
は
じ
め
か
ら
こ
の
教
会
の
建

築
監
督
の
任
に
つ
い
て
い
る
。

解�

説

マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
に
つ
い
て

上
に
全
訳
し
た
﹁
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
コ
ー
ロ
の
透
視
画
礼

讃
﹂（
原
タ
イ
ト
ル
は
標
記
。
以
下
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂）
は
、
十
五
世
紀
後
半
に
パ
ド

ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
活
躍
し
た
人
文
主
義
者
で
あ
り
修
辞
学
（
以
下
レ
ト
リ
ッ

ク
と
表
記
）
の
教
師
で
あ
っ
た
マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
（M

atteo C
olacio, 

M
atthaeus C

olatius

）
の
著
述
で
あ
る
。

著
者
コ
ラ
ツ
ィ
オ
に
つ
い
て
、
そ
の
生
没
年
は
知
ら
れ
な
い
が
、
南
イ
タ
リ
ア
の

カ
タ
ン
ザ
ー
ロ
に
生
ま
れ
、
一
四
七
○
年
代
初
め
か
ら
九
○
年
代
に
か
け
て
パ
ド

ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
レ
ト
リ
ッ
ク
を
研
究
し
広
め
、
と
く
に
キ
ケ
ロ
の
レ
ト

リ
ッ
ク
を
尊
重
す
る
学
者
と
し
て
名
声
を
馳
せ
た
。
一
四
七
○
年
代
初
め
に
パ
ド

ヴ
ァ
で
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
派
に
対
す
る
キ
ケ
ロ
擁
護
の
論
陣
を
張
り
、
一
四
七
八

年
に
は
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
派
の
ボ
ニ
フ
ァ
チ
オ
・
ベ
ン
ボ
批
判
の
書
を
出
版
し

て
い
る
。
一
四
八
○
年
代
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
公
開
講
師
に
就
任
し
、
レ
ト
リ
ッ

ク
論
に
し
て
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
批
判
の
書
で
あ
るD

e verbo civilitate

（﹁
透

視
画
礼
讃
﹂
は
そ
の
末
尾
に
収
録
）
ほ
か
の
著
述
を
刊
行
し
て
い
る
。

コ
ラ
ツ
ィ
オ
を
含
む
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
人
文
主
義
者
に
つ
い
て
の
研
究
は
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
の
場
合
ほ
ど
に
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
私
の
参
照
し
た
近
年
の
研
究
で
は
モ
ン

フ
ァ
ザ
ー
ニ（M

onfasani 1992

）と
コ
ッ
ク
ス（C

ox 2003

）が
あ
り
、当
時
の
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
派
と
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
派
の
論
争
を
こ
れ
に
よ
っ

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
と
も
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
取
り
挙
げ
て
お
ら
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
文
化
の
背
景
を
理

解
す
る
の
に
役
立
つ
。﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
に
つ
い
て
知
る
に
は
、サ
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
エ
ー

リ
（Savettieri 1998

）
の
優
れ
た
論
文
に
よ
る
ほ
か
な
く
、
従
来
断
片
的
に
し
か

マッテーオ・コラツィオ『パドヴァの聖アントニウス教会のコーロの透視画礼讃』翻訳と解説　上田恒夫

（ 6 ）

（
6
） 

ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
（
一
四
三
五
頃
～
一
五
一
五
）
は
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
出
身
で
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
で
活
動
し
た
彫
刻
家
・
建
築
家
。
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
（
パ
ド
ヴ
ァ
）
に
ピ
エ

ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
に
よ
る
統
領
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ッ
セ
ッ
リ
の
墳
墓
彫
刻
（
一
四
六
七
）

が
あ
る
。

（
7
） 

ア
ン
ト
ニ
オ
・
リ
ッ
チ
（
リ
ッ
ツ
ォ
）（
一
四
四
○
以
前
～
九
九
な
い
し
そ
れ
以
後
）
は
ヴ
ェ

ロ
ー
ナ
生
ま
れ
の
建
築
家
・
彫
刻
家
、ま
た
工
学
で
も
業
績
を
残
し
た
。六
○
年
代
の
ヴ
ェ
ロ
ー

ナ
で
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
と
な
ら
ぶ
芸
術
家
と
し
て
知
ら
れ
、
六
○
年
代
に
は
パ
ド
ヴ
ァ
に
滞
在

し
た
と
思
わ
れ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
大
聖
堂
の
大
理
石
祭
壇
は
一
四
六
九

年
完
成
。
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
グ
ロ
リ
オ
ー
サ
・
デ
イ
・
フ
ラ
ー
リ
教
会
の
統
領
ニ
ッ
コ
ロ
・

ト
ロ
ン
の
墳
墓
彫
刻
は
一
四
七
六
～
八
○
年
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。

（
8
） 

バ
ル
ト
ロ
メ
ー
オ
・
ベ
ッ
ラ
ー
ノ
（
一
四
三
七
／
八
～
一
四
九
六
／
七
）
は
パ
ド
ヴ
ァ
の
彫

刻
家
。
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
に
よ
れ
ば
パ
ド
ヴ
ァ
に
お
け
る
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
弟
子
。
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ

ス
教
会
に
ブ
ロ
ン
ズ
の
浮
き
彫
（
一
四
八
四
）
と
、
同
教
会
聖
具
室
正
面
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ

（
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
の
タ
ル
シ
ア
を
ほ
ど
こ
す
）
に
ベ
ッ
ラ
ー
ノ
の
大
理

石
浮
き
彫
が
あ
る
。

（
9
） 

聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
（
イ
ル
・
サ
ン
ト
）
の
祈
祷
席
（
コ
ー
ロ
）
の
透
視
画
（
図
①
～
④
）

及
び
作
者
の
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
に
つ
い
て
解
説
参
照
。

（
10
） 

コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
と
ロ
レ
ン
ツ
ォ
の
順
に
記
す
が
、
史
料
の
多
く
で
は
ロ

レ
ン
ツ
ォ
が
長
兄
と
さ
れ
る
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
兄
弟
は
双
子
だ
っ
た
と
す
る

説
も
出
さ
れ
た
。
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
と
ロ
レ
ン
ツ
ォ
と
そ
の
作
品
に
つ
い
て
解
説
参
照
。

（
11
） 

ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・
ア
バ
ー
テ
ィ
（Pierantonio degli A

bbati 
一
四
三
○
／
四
○

～
一
四
九
七
／
九
九
）
は
長
く
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
に
協
力
し
た
（
図
⑤
）。
ピ
エ
ラ

ン
ト
ニ
オ
の
作
品
に
つ
い
て
は
解
説
参
照
。

（
12
） 

パ
ド
ヴ
ァ
近
郊
に
は
古
く
か
ら
い
く
つ
か
の
温
泉
湯
治
場
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

（
13
） 

以
下
に
見
る
よ
う
な
都
市
礼
讃
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る

が
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
場
合
、
彼
が
レ
ト
リ
シ
ャ
ン
と
し
て
顕
著
な
活
動
を
展
開
し
た
の
が

一
四
七
○
年
代
初
め
の
パ
ド
ヴ
ァ
に
お
い
て
だ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

（
14
） 

ド
ナ
テ
ッ
ロ
は
一
四
四
三
年
以
来
パ
ド
ヴ
ァ
に
滞
在
し
、
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
祭
壇
画
に

仰
角
の
透
視
遠
近
法
に
よ
る
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
伝
浮
き
彫
を
制
作
し
た
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
こ

れ
ら
に
つ
い
て
触
れ
な
い
が
、
従
来
か
ら
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
は
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の

浮
き
彫
を
見
て
い
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Puerari 1967, p.6

）。

（
15
） 

タ
ル
シ
ア
の
全
体
を
見
、
近
寄
っ
て
部
分
を
見
る
と
い
う
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
観
察
は
タ
ル
シ
ア

そ
の
も
の
の
構
造
が
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
私
た
ち
も
、
透
視
画
の
全
体
を
見
て
図

像
表
象
を
確
認
し
、
近
づ
い
て
木
素
材
の
マ
チ
エ
ー
ル
を
見
る
。
彼
は
コ
ー
ロ
の
タ
ル
シ
ア

に
手
で
触
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
コ
ー
ロ
の
祈
祷
席
が
実
用
家
具
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、

透
視
画
自
体
が
触
覚
に
訴
え
る
素
材
の
表
現
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ

の
観
察
法
は
今
日
も
貴
重
で
あ
る
。
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
に
限
ら
ず
、
そ
の

ほ
か
の
マ
エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
た
ち
の
仕
事
も
触
覚
的
な
関
心
を

か
き
立
て
る
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
こ
の
よ
う
な
見
方
は
一
世
紀
後
の
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
タ
ル
シ
ア

技
法
論
（V

asari 1568

）
に
は
期
待
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
16
） 

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
に
限
ら
ず
、
修
道
士
・
聖
職
者
の
祈
祷
の
場
で
あ
る
コ
ー

ロ
の
透
視
画
に
は
信
者
大
衆
の
教
化
を
目
的
と
す
る
主
題
は
少
な
く
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
言
う

よ
う
に
﹁
身
近
な
も
の
﹂﹁
日
々
目
に
し
て
い
る
物
﹂
が
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
解
説
参
照
。

（
17
） ﹁
多
様
性varietas

﹂
は
十
五
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
者
が
古
代
ロ
ー
マ
の
ク
イ
ン

テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
か
ら
採
っ
た
概
念
で
あ
り
（Q

uintilianus, Institutio O
ratoria, X

, ii,1

）、

克
服
す
べ
き
﹁
多
数
性
・
に
ぎ
に
ぎ
し
さcopia

﹂
と
違
っ
て
肯
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
レ

オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
﹁
多
様
性
﹂
を
画
家

に
求
め
て
い
る
（
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（
三
輪
訳
）﹃
絵
画
論
﹄
四
十
八
頁／

B
axandall, G

iotto 

and the O
rators, 1971, 1986, p. 136-139

参
照
）。
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
が
交
わ

し
た
こ
の
コ
ー
ロ
製
作
の
契
約
書
に
も
類
語
のvariare

が
見
ら
れ（A

. Sartori 1961, p.25

）、

そ
こ
で
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

扉
か
ら
楽
器
が
半
分
こ
ち
ら
側
に
飛
び
出
す
表
現
と
し
て
モ
デ
ナ
大
聖
堂
の
ダ
・
レ
ン

デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
が
参
考
に
な
る
（
参
考
図
Ｂ
）。
な
お
そ
の
よ
う
な
飛
び
出
し

em
inentia

の
表
現
の
指
摘
は
プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
博
物
誌
﹄（Pliny, X

X
X

,92

、
ア
ペ
レ
ス
の

絵
に
つ
い
て
）
に
先
例
が
あ
る
（Savettieri 1998

）。

（
19
） ﹁
聖
プ
ロ
ス
ド
キ
ム
ス
の
顎
下
の
、
輪
の
よ
う
に
巻
い
た
あ
の
白
い
髭
﹂
の
肯
定
的
批
評
に
つ

い
て
、私
は
か
つ
て﹁
あ
の
白
い
巻
き
鬚
は
私
は
好
き
に
な
れ
な
い
﹂と
否
定
に
訳
し
た
が（村

井
・

上
田

 2008, p.78
／

A
rcanceli, 1912, p.14

も
同
様
）、
訂
正
す
る
。
こ
の
聖
人
の
髭

が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
か
は
も
は
や
知
る
由
も
な
い
が
、
モ
デ
ナ
大
聖
堂
の
ク
リ

ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
に
よ
る
﹁
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
﹂（
参
考
図
Ｃ
）
の
髭
に
似
た
表
現
で
あ
っ
た
だ

— 135 —
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ろ
う
と
想
像
す
る
。

（
20
） ﹁
見
る
面
［
角
度
］
に
応
じ
て
色
が
変
化
す
る
﹂
に
つ
い
て
、
絵
画
で
は
あ
り
え
な
い
タ
ル
シ

ア
独
自
の
あ
ら
わ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。
タ
ル
シ
ア
の
ピ
ー
ス
の
繊
維
と
木
に
含
ま
れ
る
樹

脂
の
違
い
に
よ
っ
て
、
見
る
角
度
に
応
じ
て
色
が
変
わ
る
だ
け
で
な
く
、
フ
ォ
ル
ム
が
動
く
。

プ
エ
ラ
ー
リ（Puerari 1968, p.14

）は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
作
の
タ
ル
シ
ア（
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
）

に
つ
い
て
同
じ
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
21
） 
以
下
の
箇
所
で
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
タ
ル
シ
ア
の
技
と
雄
弁
の
技
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
と
を
同
列

に
置
い
て
い
る
。
解
説
参
照
。

（
22
） 

以
下
の
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
紀
に
し
た
が
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
芸
術
家
の
名
列
は
プ
リ
ニ
ウ
ス

﹃
博
物
誌
﹄三
十
四
巻
の
四
十
九
以
下（Pliny, X

X
X

IV
,49 ff.

）以
下
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
が
、

一
部
に
も
れ
（
八
十
三
年
の
ネ
シ
オ
テ
ス
ほ
か
）
が
あ
る
ほ
か
、
人
名
と
オ
リ
ュ
ン
ピ
ア
紀

と
が
ず
れ
て
い
る
場
合（
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
紀
九
十
年
の
ポ
リ
ュ
ク
レ
イ
ト
ゥ
ス
ほ
か
）が
あ
る
。

こ
こ
で
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
テ
ク
ス
ト
を
尊
重
し
て
人
名
の
綴
り
を
そ
の
ま
ま
カ
タ
カ
ナ
に
し
、

プ
リ
ニ
ウ
ス
の
テ
キ
ス
ト
の
読
み
を
［

　］
内
に
添
え
た
。［
？
］
は
不
明
な
場
合
で
あ
る
。

プ
リ
ニ
ウ
ス
に
も
と
づ
い
た
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
名
列
は
誤
り
が
多
く
、
歴
史
的
な
意
味
は
薄
い
。

（
23
） 

ゼ
ウ
ク
シ
ス
の
描
い
た
ブ
ド
ウ
の
絵
に
小
鳥
が
飛
ん
で
き
た
と
い
う
プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
博
物
誌
﹄

の
記
事
よ
り
（Pliny, X

X
X

V
,65

）。

（
24
） 

ア
ペ
レ
ス
の
描
い
た
ア
フ
ロ
デ
ィ
テ
の
絵
は
そ
の
下
部
が
損
傷
し
修
復
さ
れ
よ
う
と
し
た
と

す
る
プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
博
物
誌
﹄
の
記
事
に
よ
る
か
（Pliny, X

X
X

V
, 91-92

）。

（
25
） 

こ
こ
に
言
わ
れ
る
﹁
認
識
す
るintelligere

﹂
は
﹁
理
解
す
る
・
知
覚
す
る
・
観
察
す
る
・
想

像
す
る
﹂
の
意
味
で
あ
る
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄

弟
の
透
視
遠
近
法
に
よ
る
対
象
世
界
の
認
識
、
つ
ま
り
認
識
論
的
側
面
を
言
い
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
他
方
、﹁
表
現
す
る fingere

﹂
の
原
義
は
﹁
軟
ら
か
い
も
の
で
造
形
す
る
。
形
作
る
﹂

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
﹁
思
い
描
く
・
想
像
す
る
﹂﹁
し
つ
ら
え
る
、
装
飾
す
る
﹂
の
意
味
が
派

生
す
る
（D

ictionary of M
edieval Latin from

 B
ritish Sources, O

xford U
niversity 

Press: fingere 

とintelligere

の
項
参
照
）。 

コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
テ
ク
ス
ト
で
はfingere

は
原

義
に
寄
せ
て
訳
す
の
が
適
当
で
あ
り
、
欧
米
の
タ
ル
シ
ア
研
究
に
間
々
見
ら
れ
る
よ
う
な
素

材
の
無
化
を
前
提
に
し
た
﹁
目
だ
ま
し
、
ト
ロ
ン
プ
・
ル
イ
ユ
﹂
と
解
す
る
の
は
適
切
で
は

な
い
。
解
説
参
照
。

（
26
） 

サ
ン
・
ジ
ョ
ッ
ベ
教
会
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
）
に
は
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
の
彫
刻
が
い
く

つ
か
あ
る
。
ま
た
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
は
一
四
七
○
年
代
は
じ
め
か
ら
こ
の
教
会
の
建

築
監
督
の
任
に
つ
い
て
い
る
。

解�

説

マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
に
つ
い
て

上
に
全
訳
し
た
﹁
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
コ
ー
ロ
の
透
視
画
礼

讃
﹂（
原
タ
イ
ト
ル
は
標
記
。
以
下
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂）
は
、
十
五
世
紀
後
半
に
パ
ド

ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
活
躍
し
た
人
文
主
義
者
で
あ
り
修
辞
学
（
以
下
レ
ト
リ
ッ

ク
と
表
記
）
の
教
師
で
あ
っ
た
マ
ッ
テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
（M

atteo C
olacio, 

M
atthaeus C

olatius

）
の
著
述
で
あ
る
。

著
者
コ
ラ
ツ
ィ
オ
に
つ
い
て
、
そ
の
生
没
年
は
知
ら
れ
な
い
が
、
南
イ
タ
リ
ア
の

カ
タ
ン
ザ
ー
ロ
に
生
ま
れ
、
一
四
七
○
年
代
初
め
か
ら
九
○
年
代
に
か
け
て
パ
ド

ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
レ
ト
リ
ッ
ク
を
研
究
し
広
め
、
と
く
に
キ
ケ
ロ
の
レ
ト

リ
ッ
ク
を
尊
重
す
る
学
者
と
し
て
名
声
を
馳
せ
た
。
一
四
七
○
年
代
初
め
に
パ
ド

ヴ
ァ
で
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
派
に
対
す
る
キ
ケ
ロ
擁
護
の
論
陣
を
張
り
、
一
四
七
八

年
に
は
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
派
の
ボ
ニ
フ
ァ
チ
オ
・
ベ
ン
ボ
批
判
の
書
を
出
版
し

て
い
る
。
一
四
八
○
年
代
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
大
学
公
開
講
師
に
就
任
し
、
レ
ト
リ
ッ

ク
論
に
し
て
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
批
判
の
書
で
あ
るD

e verbo civilitate

（﹁
透

視
画
礼
讃
﹂
は
そ
の
末
尾
に
収
録
）
ほ
か
の
著
述
を
刊
行
し
て
い
る
。

コ
ラ
ツ
ィ
オ
を
含
む
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
人
文
主
義
者
に
つ
い
て
の
研
究
は
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
の
場
合
ほ
ど
に
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
私
の
参
照
し
た
近
年
の
研
究
で
は
モ
ン

フ
ァ
ザ
ー
ニ（M

onfasani 1992

）と
コ
ッ
ク
ス（C

ox 2003

）が
あ
り
、当
時
の
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
キ
ケ
ロ
派
と
ク
イ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
派
の
論
争
を
こ
れ
に
よ
っ

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
と
も
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
内
容
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
取
り
挙
げ
て
お
ら
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
文
化
の
背
景
を
理

解
す
る
の
に
役
立
つ
。﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
に
つ
い
て
知
る
に
は
、サ
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
エ
ー

リ
（Savettieri 1998
）
の
優
れ
た
論
文
に
よ
る
ほ
か
な
く
、
従
来
断
片
的
に
し
か

マッテーオ・コラツィオ『パドヴァの聖アントニウス教会のコーロの透視画礼讃』翻訳と解説　上田恒夫
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（
6
） 

ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
（
一
四
三
五
頃
～
一
五
一
五
）
は
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
出
身
で
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
で
活
動
し
た
彫
刻
家
・
建
築
家
。
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
（
パ
ド
ヴ
ァ
）
に
ピ
エ

ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
に
よ
る
統
領
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ッ
セ
ッ
リ
の
墳
墓
彫
刻
（
一
四
六
七
）

が
あ
る
。

（
7
） 

ア
ン
ト
ニ
オ
・
リ
ッ
チ
（
リ
ッ
ツ
ォ
）（
一
四
四
○
以
前
～
九
九
な
い
し
そ
れ
以
後
）
は
ヴ
ェ

ロ
ー
ナ
生
ま
れ
の
建
築
家
・
彫
刻
家
、ま
た
工
学
で
も
業
績
を
残
し
た
。六
○
年
代
の
ヴ
ェ
ロ
ー

ナ
で
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
と
な
ら
ぶ
芸
術
家
と
し
て
知
ら
れ
、
六
○
年
代
に
は
パ
ド
ヴ
ァ
に
滞
在

し
た
と
思
わ
れ
る
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
大
聖
堂
の
大
理
石
祭
壇
は
一
四
六
九

年
完
成
。
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
グ
ロ
リ
オ
ー
サ
・
デ
イ
・
フ
ラ
ー
リ
教
会
の
統
領
ニ
ッ
コ
ロ
・

ト
ロ
ン
の
墳
墓
彫
刻
は
一
四
七
六
～
八
○
年
頃
の
作
と
推
定
さ
れ
る
。

（
8
） 

バ
ル
ト
ロ
メ
ー
オ
・
ベ
ッ
ラ
ー
ノ
（
一
四
三
七
／
八
～
一
四
九
六
／
七
）
は
パ
ド
ヴ
ァ
の
彫

刻
家
。
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
に
よ
れ
ば
パ
ド
ヴ
ァ
に
お
け
る
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
弟
子
。
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ

ス
教
会
に
ブ
ロ
ン
ズ
の
浮
き
彫
（
一
四
八
四
）
と
、
同
教
会
聖
具
室
正
面
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ

（
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
の
タ
ル
シ
ア
を
ほ
ど
こ
す
）
に
ベ
ッ
ラ
ー
ノ
の
大
理

石
浮
き
彫
が
あ
る
。

（
9
） 

聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
（
イ
ル
・
サ
ン
ト
）
の
祈
祷
席
（
コ
ー
ロ
）
の
透
視
画
（
図
①
～
④
）

及
び
作
者
の
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
に
つ
い
て
解
説
参
照
。

（
10
） 

コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
と
ロ
レ
ン
ツ
ォ
の
順
に
記
す
が
、
史
料
の
多
く
で
は
ロ

レ
ン
ツ
ォ
が
長
兄
と
さ
れ
る
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
兄
弟
は
双
子
だ
っ
た
と
す
る

説
も
出
さ
れ
た
。
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
と
ロ
レ
ン
ツ
ォ
と
そ
の
作
品
に
つ
い
て
解
説
参
照
。

（
11
） 

ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・
ア
バ
ー
テ
ィ
（Pierantonio degli A

bbati 

一
四
三
○
／
四
○

～
一
四
九
七
／
九
九
）
は
長
く
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
に
協
力
し
た
（
図
⑤
）。
ピ
エ
ラ

ン
ト
ニ
オ
の
作
品
に
つ
い
て
は
解
説
参
照
。

（
12
） 

パ
ド
ヴ
ァ
近
郊
に
は
古
く
か
ら
い
く
つ
か
の
温
泉
湯
治
場
が
あ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

（
13
） 

以
下
に
見
る
よ
う
な
都
市
礼
讃
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
者
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
あ
る

が
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
場
合
、
彼
が
レ
ト
リ
シ
ャ
ン
と
し
て
顕
著
な
活
動
を
展
開
し
た
の
が

一
四
七
○
年
代
初
め
の
パ
ド
ヴ
ァ
に
お
い
て
だ
っ
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。

（
14
） 

ド
ナ
テ
ッ
ロ
は
一
四
四
三
年
以
来
パ
ド
ヴ
ァ
に
滞
在
し
、
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
祭
壇
画
に

仰
角
の
透
視
遠
近
法
に
よ
る
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
伝
浮
き
彫
を
制
作
し
た
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
こ

れ
ら
に
つ
い
て
触
れ
な
い
が
、
従
来
か
ら
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
は
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の

浮
き
彫
を
見
て
い
だ
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（Puerari 1967, p.6

）。

（
15
） 

タ
ル
シ
ア
の
全
体
を
見
、
近
寄
っ
て
部
分
を
見
る
と
い
う
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
観
察
は
タ
ル
シ
ア

そ
の
も
の
の
構
造
が
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
私
た
ち
も
、
透
視
画
の
全
体
を
見
て
図

像
表
象
を
確
認
し
、
近
づ
い
て
木
素
材
の
マ
チ
エ
ー
ル
を
見
る
。
彼
は
コ
ー
ロ
の
タ
ル
シ
ア

に
手
で
触
れ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
コ
ー
ロ
の
祈
祷
席
が
実
用
家
具
で
あ
る
か
ら
だ
け
で
な
く
、

透
視
画
自
体
が
触
覚
に
訴
え
る
素
材
の
表
現
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ

の
観
察
法
は
今
日
も
貴
重
で
あ
る
。
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
に
限
ら
ず
、
そ
の

ほ
か
の
マ
エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
た
ち
の
仕
事
も
触
覚
的
な
関
心
を

か
き
立
て
る
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
こ
の
よ
う
な
見
方
は
一
世
紀
後
の
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
タ
ル
シ
ア

技
法
論
（V

asari 1568

）
に
は
期
待
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

（
16
） 

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
に
限
ら
ず
、
修
道
士
・
聖
職
者
の
祈
祷
の
場
で
あ
る
コ
ー

ロ
の
透
視
画
に
は
信
者
大
衆
の
教
化
を
目
的
と
す
る
主
題
は
少
な
く
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
言
う

よ
う
に
﹁
身
近
な
も
の
﹂﹁
日
々
目
に
し
て
い
る
物
﹂
が
多
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
解
説
参
照
。

（
17
） ﹁
多
様
性varietas

﹂
は
十
五
世
紀
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
者
が
古
代
ロ
ー
マ
の
ク
イ
ン

テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
か
ら
採
っ
た
概
念
で
あ
り
（Q

uintilianus, Institutio O
ratoria, X

, ii,1

）、

克
服
す
べ
き
﹁
多
数
性
・
に
ぎ
に
ぎ
し
さcopia

﹂
と
違
っ
て
肯
定
的
な
意
味
を
も
つ
。
レ

オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
﹁
多
様
性
﹂
を
画
家

に
求
め
て
い
る
（
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（
三
輪
訳
）﹃
絵
画
論
﹄
四
十
八
頁／

B
axandall, G

iotto 

and the O
rators, 1971, 1986, p. 136-139

参
照
）。
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
が
交
わ

し
た
こ
の
コ
ー
ロ
製
作
の
契
約
書
に
も
類
語
のvariare

が
見
ら
れ（A

. Sartori 1961, p.25

）、

そ
こ
で
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
る
。

（
18
） 

扉
か
ら
楽
器
が
半
分
こ
ち
ら
側
に
飛
び
出
す
表
現
と
し
て
モ
デ
ナ
大
聖
堂
の
ダ
・
レ
ン

デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
が
参
考
に
な
る
（
参
考
図
Ｂ
）。
な
お
そ
の
よ
う
な
飛
び
出
し

em
inentia

の
表
現
の
指
摘
は
プ
リ
ニ
ウ
ス
﹃
博
物
誌
﹄（Pliny, X

X
X

,92

、
ア
ペ
レ
ス
の

絵
に
つ
い
て
）
に
先
例
が
あ
る
（Savettieri 1998

）。

（
19
） ﹁
聖
プ
ロ
ス
ド
キ
ム
ス
の
顎
下
の
、
輪
の
よ
う
に
巻
い
た
あ
の
白
い
髭
﹂
の
肯
定
的
批
評
に
つ

い
て
、私
は
か
つ
て﹁
あ
の
白
い
巻
き
鬚
は
私
は
好
き
に
な
れ
な
い
﹂と
否
定
に
訳
し
た
が（村

井
・

上
田

 2008, p.78
／

A
rcanceli, 1912, p.14

も
同
様
）、
訂
正
す
る
。
こ
の
聖
人
の
髭

が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
た
か
は
も
は
や
知
る
由
も
な
い
が
、
モ
デ
ナ
大
聖
堂
の
ク
リ

ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
に
よ
る
﹁
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
﹂（
参
考
図
Ｃ
）
の
髭
に
似
た
表
現
で
あ
っ
た
だ

— 134 —
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い
き
と
描
写
し
た
文
章
は
ほ
か
に
は
な
い
。
古
代
の
著
述
の
権
威
に
頼
ら
な
い
コ
ラ

ツ
ィ
オ
独
自
の
判
断
と
批
評
が
聞
か
れ
る
の
は
こ
こ
で
あ
り
、
当
時
の
レ
ト
リ
ッ
ク

特
有
の
文
体
を
突
き
抜
け
て
私
た
ち
に
直
接
届
け
ら
れ
る
最
大
の
美
点
が
こ
こ
に
あ

る
。

タ
ル
シ
ア
研
究
の
方
法
の
出
発
点
と
し
て
の
「
透
視
画
礼
讃
」

と
こ
ろ
が
従
来
、
こ
の
著
述
は
タ
ル
シ
ア
批
評
の
書
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
り
は
、

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
に
対
す
る
顕
彰
文
、
な
い
し
は
美
術
史
の
史
料
と
し

て
読
ま
れ
て
き
た
。
事
実
そ
れ
は
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
研
究
の
基
礎
史
料

と
し
て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
上
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂

に
は
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
、
な
ぜ
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂

の
日
本
語
訳
を
試
み
た
の
か
、
そ
の
動
機
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
私

の
個
人
的
な
思
い
以
上
に
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
を
研

究
す
る
さ
い
に
大
切
な
観
点
が
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
教
会
な
ど
の
薄
明
の
現
場
で
タ
ル
シ
ア
を
観
察
し
、
そ
れ
が
教
会
の
木

工
調
度
品
の
装
飾
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
木
素
材
と
図
像
（
表
象
）
の
関
係

を
よ
く
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
各
地
の
タ
ル
シ
ア
の
名
品
を
数
多
く

見
て
き
た
経
験
か
ら
す
れ
ば
、作
品
が
優
れ
て
い
る
か
否
か
は
、優
れ
た
原
画
の
デ
ッ

サ
ン
（
そ
れ
は
画
家
が
提
供
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
は

自
ら
が
原
画
を
描
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
）
と
、
そ
れ
を
適
切
に
木
素
材
で
翻
案

す
る
力
量
次
第
で
あ
る
（Puerari 1967／

村
井

・
上

田
2008

）。
と
く
に
、
十
五

世
紀
前
半
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
タ
ル
シ
ア
に
透
視
画
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、
木
工

家
具
・
調
度
の
加
飾
（
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
）
の
技
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
タ
ル
シ
ア
よ
り

も
は
る
か
に
、
木
素
材
に
対
す
る
豊
か
で
鋭
い
感
覚
が
、
タ
ル
シ
ア
作
家
た
ち
に
求

め
ら
れ
た
。
建
築
物
、
人
物
、
器
物
、
書
籍
な
ど
描
写
さ
れ
る
べ
き
対
象
の
違
い
を

見
極
め
て
、
樹
種
を
決
め
、
木
の
ど
の
部
位
を
選
び
、
年
輪
と
木
目
を
ど
の
よ
う
に

決
め
、
配
列
す
る
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
透
視
画
の
画
面
に
い
か
に
ま

と
め
上
げ
る
か
。
さ
ら
に
そ
の
透
視
画
は
祈
祷
席
と
い
う
信
者
大
衆
の
目
に
触
れ
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
場
所
の
木
工
装
飾
と
し
て
そ
の
分
を
わ
き
ま
え
て
い
る
か
、
言
い

換
え
れ
ば
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
主
題
が
選
ば
れ
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、

ま
た
後
世
の
タ
ル
シ
ア
に
見
る
よ
う
に
絵
画
に
近
づ
き
す
ぎ
て
過
度
に
写
実
的
に

な
っ
て
は
い
な
い
か
・
・
・
タ
ル
シ
ア
の
名
品
と
評
さ
れ
て
い
る
作
品
は
こ
れ
ら
の

条
件
を
満
た
し
た
作
品
で
あ
る
。

タ
ル
シ
ア
作
家
の
創
作
の
立
場
を
想
定
し
て
列
記
し
た
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
タ
ル

シ
ア
を
見
る
側
の
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
タ
ル
シ
ア
の
優
劣
と
作
家
の
個
性
の
判
断

す
る
基
準
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
私
た
ち
は
作
品
の
良
し
悪
し
と
傾
向
を
判
断

し
、
作
家
の
個
性
を
も
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
作
業
が
タ
ル
シ

ア
研
究
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
タ
ル
シ
ア
の
設
置
さ
れ
た
現
場
以

外
に
な
く
、
写
真
に
よ
る
だ
け
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
タ
ル
シ
ア
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
の
自
覚
を
促
し
て
く
れ
る
の

が
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
で
あ
る
。

具
体
的
に
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
が
取
り
あ
げ
た
主
題
か
ら
順
に
見
て
み

よ
う
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
﹁
比
較
的
身
近
な
も
の
で
日
々
目
に
し
て
い
る
物
﹂
と
し

て
、
書
物
、
蝋
燭
、
チ
ェ
ト
ラ
、
鳥
籠
、
カ
ン
ナ
と
い
っ
た
モ
ノ
た
ち
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
修
道
士
た
ち
に
必
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
り
、
ま
た
、
マ
エ
ス
ト
ロ
・

デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
ら
の
タ
ル
シ
ア
の
モ
チ
ー
フ
の
有
力
な
レ
パ
ー
ト

リ
ー
を
な
し
て
い
る
（
そ
れ
を
知
る
に
は
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
が
パ
ド

ヴ
ァ
で
の
こ
の
仕
事
と
同
時
期
に
制
作
し
た
モ
デ
ナ
大
聖
堂
コ
ー
ロ
の
透
視
画
が
参

考
に
な
る
。
参
考
図
Ａ
～
Ｃ
）。
し
か
も
そ
れ
ら
の
表
現
に
は
ま
だ
後
世
の
静
物
画

に
見
る
よ
う
な
器
物
に
仮
託
し
た
象
徴
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
信
者
大

衆
の
目
に
触
れ
な
い
閉
じ
た
コ
ー
ロ
で
は
、
大
衆
教
化
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
教
図
像

は
少
な
く
、
修
道
士
ら
に
な
じ
み
の
深
い
ミ
サ
用
具
な
ど
と
並
ん
で
、
実
景
描
写
に

よ
る
建
築
の
透
視
画
が
新
し
い
テ
ー
マ
と
し
て
創
案
さ
れ
た
。
教
化
を
目
的
と
し
た

壁
画
や
祭
壇
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
物
語
主
題
と
は
一
線
を
画
し
た
モ
ノ
た
ち
の
レ

パ
ー
ト
リ
ー
が
教
会
内
の
閉
じ
た
祈
祷
席
で
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
ま
だ
象
徴
的
な

意
味
を
も
つ
に
は
至
っ
て
い
な
い
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
表
現
と
よ
く
調
和
す
る
コ
ラ

マッテーオ・コラツィオ『パドヴァの聖アントニウス教会のコーロの透視画礼讃』翻訳と解説　上田恒夫
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知
ら
れ
な
か
っ
た
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
内
容
と
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
趣
意
が
あ
ま
す
と
こ

ろ
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
本
稿
で
も
サ
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
エ
ー
リ
か
ら
大
き
な
示
唆
を

得
た
。

「
透
視
画
礼
讃
」
に
つ
い
て

﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
は
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
書
簡
体
に
よ
り
一
人
称
で
綴
ら
れ
て
い
る

が
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
以
来
の
書
簡
体
文
芸
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
も
当

初
か
ら
刊
行
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
こ
れ
を
執
筆
し
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
執

筆
は
一
四
七
五
頃
、
そ
し
て
そ
れ
が
実
際
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
出
版
さ
れ
た
の
は

一
四
八
六
年
で
あ
る
（
翻
訳
凡
例
の
書
誌
デ
ー
タ
参
照
）。

分
量
と
し
て
少
な
い
と
は
言
え
、
こ
の
著
述
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
（
木

象
嵌tarsia lignea

）
批
評
史
上
最
初
の
文
献
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
を
中
心
と

す
る
北
イ
タ
リ
ア
各
地
に
す
ぐ
れ
た
タ
ル
シ
ア
作
品
を
残
し
た
カ
ノ
ツ
ィ
・
ダ
・
レ

ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
（Lorenzo e C

ristoforo C
anozi da Lendinara

）
の
顕
彰

が
そ
の
内
容
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
タ
ル
シ
ア
は
残
念
な
が
ら

十
八
世
紀
の
火
災
で
大
部
分
が
消
失
し
た
が
、
さ
い
わ
い
に
も
二
つ
の
祈
祷
席
の
透

視
画
が
火
災
を
ま
ぬ
が
れ
、
今
、
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
（
イ
ル
・
サ
ン
ト
）
の
サ

ン
タ
・
ロ
ー
ザ
・
ダ
・
リ
マ
礼
拝
堂
に
移
設
さ
れ
て
お
り
（
図
①
～
④
）、
そ
れ
を

も
と
に
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
批
評
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
タ
ル
シ
ア
に
導
入
さ
れ
て
間
も
な
い
透
視
遠
近
法
に
注
目
し
て
、

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
の
タ
ル
シ
ア
に
よ
る
透
視
画
（prospettiva
ル
ネ

サ
ン
ス
で
は
﹁
透
視
画
﹂
の
一
語
を
も
っ
て
タ
ル
シ
ア
の
透
視
画
を
意
味
し
、﹁
マ

エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァm

aestro di prospettiva

﹂
は
そ
の

作
者
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
定
着
し
て
い
た
）
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
か
を
、
具
体

的
に
論
じ
て
い
る
。

当
時
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
文
化
の
隆
盛
を
受
け
て
、

政
治
と
文
化
の
公
的
場
面
で
人
文
主
義
者
た
ち
が
政
治
・
文
化
に
積
極
的
に
発
言
し

論
争
し
て
い
た
。
芸
術
の
分
野
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
絵
画
を
触
媒
と
し
て
絵
画
が

ゴ
シ
ッ
ク
と
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
影
響
を
脱
し
て
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ベ
リ
ー
ニ
、
テ
ィ

ツ
ィ
ア
ー
ノ
、
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
ら
に
代
表
さ
れ
る
十
六
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画

の
黄
金
期
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
の
が
こ
の
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
絵
画
に
透
視
遠
近
法
が
導
入
さ
れ
た
と
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
上
昇
機
運
を
醸

成
し
た
画
家
の
な
か
に
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
冒
頭
で
も
触
れ
る
ア

ン
ト
ネ
ッ
ロ
・
ダ
・
メ
ッ
シ
ー
ナ
、
ベ
リ
ー
ニ
一
族
、
そ
し
て
パ
ド
ヴ
ァ
の
ア
ン
ド

レ
ー
ア
・
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
ら
が
い
た
。
さ
ら
に
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
建

築
家
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
や
パ
ド
ヴ
ァ
の
彫
刻
家
バ
ル
ト
ロ
メ
ー
オ
・
ベ
ッ
ラ
ー

ノ
ら
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
芸
術
家
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
実
際
に
そ
の
作

品
を
見
、あ
る
い
は
彼
が
直
接
に
語
り
か
け
る
こ
と
の
で
き
た
芸
術
家
た
ち
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
彼
が
生
き
て
い
る
時
代
の
パ
ド
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
と
文
化
を

称
揚
し
よ
う
と
す
る
執
筆
の
目
的
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
著
名
な
画
家
た
ち
を
称
揚
し
た
の
に
続
い
て
、コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
﹁
透
視
画
﹂

を
切
り
口
に
し
て
、
画
家
な
ら
ざ
る
タ
ル
シ
ア
の
名
匠
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟

ら
の
作
品
批
評
に
入
る
。
た
だ
し
、
そ
の
批
評
の
語
り
口
に
は
キ
ケ
ロ
的
な
大
言
壮

語
が
あ
り
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
﹃
博
物
誌
﹄
に
名
を
連
ね
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
芸
術
家

た
ち
の
名
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
（
た
だ
し
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
プ
リ
ニ
ウ
ス
を
正
し

く
理
解
し
て
い
た
か
は
疑
問
）。
こ
の
よ
う
な
古
典
的
権
威
を
借
り
て
﹁
現
代
﹂
を

称
揚
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
文
体
は
、
先
行
す
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
的
・

レ
ト
リ
カ
ル
な
著
述
に
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
美
点
は
そ
の
よ
う
な
人
文
主
義
の
著
述
の
パ
タ
ー
ン

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
、聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
現
場
で
見
た
ダ
・

レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
の
技
を
驚
き
の
目
で
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
﹁
透
視
画
礼

讃
﹂
で
一
番
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

映
画
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
さ
な
が
ら
に
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
名
品
を
た
ず
ね
て
聖
ア
ン

ト
ニ
ウ
ス
教
会
に
入
り
、
コ
ー
ロ
（
聖
職
者
祈
祷
席
）
に
近
づ
き
、
ま
る
で
今
日
の

取
材
記
者
に
よ
る
現
場
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た

筆
致
で
批
評
し
て
い
る
。
現
場
に
息
づ
く
タ
ル
シ
ア
の
居
住
ま
い
を
こ
れ
ほ
ど
生
き

— 133 —
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い
き
と
描
写
し
た
文
章
は
ほ
か
に
は
な
い
。
古
代
の
著
述
の
権
威
に
頼
ら
な
い
コ
ラ

ツ
ィ
オ
独
自
の
判
断
と
批
評
が
聞
か
れ
る
の
は
こ
こ
で
あ
り
、
当
時
の
レ
ト
リ
ッ
ク

特
有
の
文
体
を
突
き
抜
け
て
私
た
ち
に
直
接
届
け
ら
れ
る
最
大
の
美
点
が
こ
こ
に
あ

る
。

タ
ル
シ
ア
研
究
の
方
法
の
出
発
点
と
し
て
の
「
透
視
画
礼
讃
」

と
こ
ろ
が
従
来
、
こ
の
著
述
は
タ
ル
シ
ア
批
評
の
書
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
り
は
、

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
に
対
す
る
顕
彰
文
、
な
い
し
は
美
術
史
の
史
料
と
し

て
読
ま
れ
て
き
た
。
事
実
そ
れ
は
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
研
究
の
基
礎
史
料

と
し
て
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
上
に
述
べ
た
よ
う
に
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂

に
は
そ
れ
以
上
の
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
、
な
ぜ
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂

の
日
本
語
訳
を
試
み
た
の
か
、
そ
の
動
機
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
私

の
個
人
的
な
思
い
以
上
に
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
を
研

究
す
る
さ
い
に
大
切
な
観
点
が
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
教
会
な
ど
の
薄
明
の
現
場
で
タ
ル
シ
ア
を
観
察
し
、
そ
れ
が
教
会
の
木

工
調
度
品
の
装
飾
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
木
素
材
と
図
像
（
表
象
）
の
関
係

を
よ
く
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
各
地
の
タ
ル
シ
ア
の
名
品
を
数
多
く

見
て
き
た
経
験
か
ら
す
れ
ば
、作
品
が
優
れ
て
い
る
か
否
か
は
、優
れ
た
原
画
の
デ
ッ

サ
ン
（
そ
れ
は
画
家
が
提
供
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
は

自
ら
が
原
画
を
描
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
）
と
、
そ
れ
を
適
切
に
木
素
材
で
翻
案

す
る
力
量
次
第
で
あ
る
（Puerari 1967／

村
井

・
上

田
2008

）。
と
く
に
、
十
五

世
紀
前
半
に
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
タ
ル
シ
ア
に
透
視
画
が
導
入
さ
れ
て
以
来
、
木
工

家
具
・
調
度
の
加
飾
（
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
）
の
技
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
タ
ル
シ
ア
よ
り

も
は
る
か
に
、
木
素
材
に
対
す
る
豊
か
で
鋭
い
感
覚
が
、
タ
ル
シ
ア
作
家
た
ち
に
求

め
ら
れ
た
。
建
築
物
、
人
物
、
器
物
、
書
籍
な
ど
描
写
さ
れ
る
べ
き
対
象
の
違
い
を

見
極
め
て
、
樹
種
を
決
め
、
木
の
ど
の
部
位
を
選
び
、
年
輪
と
木
目
を
ど
の
よ
う
に

決
め
、
配
列
す
る
か
。
そ
し
て
そ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
透
視
画
の
画
面
に
い
か
に
ま

と
め
上
げ
る
か
。
さ
ら
に
そ
の
透
視
画
は
祈
祷
席
と
い
う
信
者
大
衆
の
目
に
触
れ
ら

れ
る
こ
と
の
な
い
場
所
の
木
工
装
飾
と
し
て
そ
の
分
を
わ
き
ま
え
て
い
る
か
、
言
い

換
え
れ
ば
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
主
題
が
選
ば
れ
適
切
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
、

ま
た
後
世
の
タ
ル
シ
ア
に
見
る
よ
う
に
絵
画
に
近
づ
き
す
ぎ
て
過
度
に
写
実
的
に

な
っ
て
は
い
な
い
か
・
・
・
タ
ル
シ
ア
の
名
品
と
評
さ
れ
て
い
る
作
品
は
こ
れ
ら
の

条
件
を
満
た
し
た
作
品
で
あ
る
。

タ
ル
シ
ア
作
家
の
創
作
の
立
場
を
想
定
し
て
列
記
し
た
こ
れ
ら
の
条
件
は
、
タ
ル

シ
ア
を
見
る
側
の
私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
タ
ル
シ
ア
の
優
劣
と
作
家
の
個
性
の
判
断

す
る
基
準
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
も
と
に
私
た
ち
は
作
品
の
良
し
悪
し
と
傾
向
を
判
断

し
、
作
家
の
個
性
を
も
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
作
業
が
タ
ル
シ

ア
研
究
の
出
発
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
る
の
は
タ
ル
シ
ア
の
設
置
さ
れ
た
現
場
以

外
に
な
く
、
写
真
に
よ
る
だ
け
で
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
な
タ
ル
シ
ア
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
の
自
覚
を
促
し
て
く
れ
る
の

が
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
で
あ
る
。

具
体
的
に
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
が
取
り
あ
げ
た
主
題
か
ら
順
に
見
て
み

よ
う
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
﹁
比
較
的
身
近
な
も
の
で
日
々
目
に
し
て
い
る
物
﹂
と
し

て
、
書
物
、
蝋
燭
、
チ
ェ
ト
ラ
、
鳥
籠
、
カ
ン
ナ
と
い
っ
た
モ
ノ
た
ち
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
修
道
士
た
ち
に
必
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
り
、
ま
た
、
マ
エ
ス
ト
ロ
・

デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
ら
の
タ
ル
シ
ア
の
モ
チ
ー
フ
の
有
力
な
レ
パ
ー
ト

リ
ー
を
な
し
て
い
る
（
そ
れ
を
知
る
に
は
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
が
パ
ド

ヴ
ァ
で
の
こ
の
仕
事
と
同
時
期
に
制
作
し
た
モ
デ
ナ
大
聖
堂
コ
ー
ロ
の
透
視
画
が
参

考
に
な
る
。
参
考
図
Ａ
～
Ｃ
）。
し
か
も
そ
れ
ら
の
表
現
に
は
ま
だ
後
世
の
静
物
画

に
見
る
よ
う
な
器
物
に
仮
託
し
た
象
徴
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
信
者
大

衆
の
目
に
触
れ
な
い
閉
じ
た
コ
ー
ロ
で
は
、
大
衆
教
化
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
教
図
像

は
少
な
く
、
修
道
士
ら
に
な
じ
み
の
深
い
ミ
サ
用
具
な
ど
と
並
ん
で
、
実
景
描
写
に

よ
る
建
築
の
透
視
画
が
新
し
い
テ
ー
マ
と
し
て
創
案
さ
れ
た
。
教
化
を
目
的
と
し
た

壁
画
や
祭
壇
画
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
物
語
主
題
と
は
一
線
を
画
し
た
モ
ノ
た
ち
の
レ

パ
ー
ト
リ
ー
が
教
会
内
の
閉
じ
た
祈
祷
席
で
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、
ま
だ
象
徴
的
な

意
味
を
も
つ
に
は
至
っ
て
い
な
い
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
表
現
と
よ
く
調
和
す
る
コ
ラ
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知
ら
れ
な
か
っ
た
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
内
容
と
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
趣
意
が
あ
ま
す
と
こ

ろ
な
く
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
本
稿
で
も
サ
ヴ
ェ
ッ
テ
ィ
エ
ー
リ
か
ら
大
き
な
示
唆
を

得
た
。

「
透
視
画
礼
讃
」
に
つ
い
て

﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
は
ラ
テ
ン
語
に
よ
る
書
簡
体
に
よ
り
一
人
称
で
綴
ら
れ
て
い
る

が
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
以
来
の
書
簡
体
文
芸
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
も
当

初
か
ら
刊
行
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
こ
れ
を
執
筆
し
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。
執

筆
は
一
四
七
五
頃
、
そ
し
て
そ
れ
が
実
際
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
出
版
さ
れ
た
の
は

一
四
八
六
年
で
あ
る
（
翻
訳
凡
例
の
書
誌
デ
ー
タ
参
照
）。

分
量
と
し
て
少
な
い
と
は
言
え
、
こ
の
著
述
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
（
木

象
嵌tarsia lignea

）
批
評
史
上
最
初
の
文
献
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ネ
ト
地
方
を
中
心
と

す
る
北
イ
タ
リ
ア
各
地
に
す
ぐ
れ
た
タ
ル
シ
ア
作
品
を
残
し
た
カ
ノ
ツ
ィ
・
ダ
・
レ

ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
（Lorenzo e C

ristoforo C
anozi da Lendinara

）
の
顕
彰

が
そ
の
内
容
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
に
取
り
あ
げ
ら
れ
た
タ
ル
シ
ア
は
残
念
な
が
ら

十
八
世
紀
の
火
災
で
大
部
分
が
消
失
し
た
が
、
さ
い
わ
い
に
も
二
つ
の
祈
祷
席
の
透

視
画
が
火
災
を
ま
ぬ
が
れ
、
今
、
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
（
イ
ル
・
サ
ン
ト
）
の
サ

ン
タ
・
ロ
ー
ザ
・
ダ
・
リ
マ
礼
拝
堂
に
移
設
さ
れ
て
お
り
（
図
①
～
④
）、
そ
れ
を

も
と
に
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
批
評
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
タ
ル
シ
ア
に
導
入
さ
れ
て
間
も
な
い
透
視
遠
近
法
に
注
目
し
て
、

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
の
タ
ル
シ
ア
に
よ
る
透
視
画
（prospettiva

ル
ネ

サ
ン
ス
で
は
﹁
透
視
画
﹂
の
一
語
を
も
っ
て
タ
ル
シ
ア
の
透
視
画
を
意
味
し
、﹁
マ

エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァm

aestro di prospettiva

﹂
は
そ
の

作
者
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
定
着
し
て
い
た
）
が
い
か
に
優
れ
て
い
る
か
を
、
具
体

的
に
論
じ
て
い
る
。

当
時
、ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
文
化
の
隆
盛
を
受
け
て
、

政
治
と
文
化
の
公
的
場
面
で
人
文
主
義
者
た
ち
が
政
治
・
文
化
に
積
極
的
に
発
言
し

論
争
し
て
い
た
。
芸
術
の
分
野
で
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
絵
画
を
触
媒
と
し
て
絵
画
が

ゴ
シ
ッ
ク
と
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
影
響
を
脱
し
て
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ベ
リ
ー
ニ
、
テ
ィ

ツ
ィ
ア
ー
ノ
、
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
ら
に
代
表
さ
れ
る
十
六
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画

の
黄
金
期
に
向
か
お
う
と
し
て
い
た
の
が
こ
の
時
期
で
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
絵
画
に
透
視
遠
近
法
が
導
入
さ
れ
た
と
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
上
昇
機
運
を
醸

成
し
た
画
家
の
な
か
に
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
冒
頭
で
も
触
れ
る
ア

ン
ト
ネ
ッ
ロ
・
ダ
・
メ
ッ
シ
ー
ナ
、
ベ
リ
ー
ニ
一
族
、
そ
し
て
パ
ド
ヴ
ァ
の
ア
ン
ド

レ
ー
ア
・
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
ら
が
い
た
。
さ
ら
に
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
建

築
家
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
バ
ル
ド
や
パ
ド
ヴ
ァ
の
彫
刻
家
バ
ル
ト
ロ
メ
ー
オ
・
ベ
ッ
ラ
ー

ノ
ら
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
芸
術
家
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
実
際
に
そ
の
作

品
を
見
、あ
る
い
は
彼
が
直
接
に
語
り
か
け
る
こ
と
の
で
き
た
芸
術
家
た
ち
で
あ
り
、

こ
こ
に
、
彼
が
生
き
て
い
る
時
代
の
パ
ド
ヴ
ァ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
と
文
化
を

称
揚
し
よ
う
と
す
る
執
筆
の
目
的
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
著
名
な
画
家
た
ち
を
称
揚
し
た
の
に
続
い
て
、コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
﹁
透
視
画
﹂

を
切
り
口
に
し
て
、
画
家
な
ら
ざ
る
タ
ル
シ
ア
の
名
匠
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟

ら
の
作
品
批
評
に
入
る
。
た
だ
し
、
そ
の
批
評
の
語
り
口
に
は
キ
ケ
ロ
的
な
大
言
壮

語
が
あ
り
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
﹃
博
物
誌
﹄
に
名
を
連
ね
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
芸
術
家

た
ち
の
名
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
（
た
だ
し
コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
プ
リ
ニ
ウ
ス
を
正
し

く
理
解
し
て
い
た
か
は
疑
問
）。
こ
の
よ
う
な
古
典
的
権
威
を
借
り
て
﹁
現
代
﹂
を

称
揚
し
よ
う
と
す
る
意
図
と
文
体
は
、
先
行
す
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
文
主
義
的
・

レ
ト
リ
カ
ル
な
著
述
に
典
型
的
な
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
美
点
は
そ
の
よ
う
な
人
文
主
義
の
著
述
の
パ
タ
ー
ン

に
あ
る
の
で
は
な
い
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
、聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
現
場
で
見
た
ダ
・

レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
の
技
を
驚
き
の
目
で
語
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
﹁
透
視
画
礼

讃
﹂
で
一
番
大
切
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

映
画
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
さ
な
が
ら
に
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
名
品
を
た
ず
ね
て
聖
ア
ン

ト
ニ
ウ
ス
教
会
に
入
り
、
コ
ー
ロ
（
聖
職
者
祈
祷
席
）
に
近
づ
き
、
ま
る
で
今
日
の

取
材
記
者
に
よ
る
現
場
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト
か
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
生
き
生
き
と
し
た

筆
致
で
批
評
し
て
い
る
。
現
場
に
息
づ
く
タ
ル
シ
ア
の
居
住
ま
い
を
こ
れ
ほ
ど
生
き

— 132 —



金沢美術工芸大学　紀要　No.56　2012

（ 11 ）

に
も
よ
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
﹁
巧
み
な
語
り
﹂
よ
り
は
﹁
説
得
の
技
﹂
を
旨
と
す

る
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
が
あ
っ
た
。﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
が
文
芸
と
木
工
芸
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
を
超
え
て
表
現
論
一
般
へ
の
広
が
り
さ
え
も
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、

コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
に
つ
い
て
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
タ

ル
シ
ア
研
究
の
出
発
点
と
し
て
の
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
は
こ
の
よ
う
な
広
が
り
を
も
っ

て
読
め
る
豊
か
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
透
視
画

コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
取
り
あ
げ
る
の
は
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟

（Lorenzo e C
ristoforo C

anozi da Lendinara 

ロ
レ
ン
ツ
ォ
、
一
四
二
五
頃
～

一
四
七
七
／
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
、
一
四
二
六
頃
～
一
四
七
七
）、
及
び
ロ
レ
ン
ツ
ォ

の
女
婿
と
さ
れ
る
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・
ア
バ
ー
テ
ィ
（Pierantonio degli 

A
bbati

）
で
あ
る
。
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
は
北
イ
タ
リ
ア
、
ロ
ヴ
ィ
ー
ゴ
近

在
の
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
出
身
で
あ
り
、
若
い
頃
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
公
の
も
と
で
ア
ル

ド
ゥ
イ
ー
ノ
・
ダ
・
バ
イ
ゾ
か
ら
木
工
芸
を
学
び
、
以
後
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
主
に
ヴ
ェ

ネ
ト
地
方
で
、
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
は
エ
ミ
リ
ア
街
道
沿
い
の
各
地
で
製
作
し
、
兄

弟
の
作
風
は
広
く
北
イ
タ
リ
ア
に
広
が
っ
て
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
派
を
形
成
し
た
。

パ
ド
ヴ
ァ
以
外
の
兄
弟
の
作
品
は
、
モ
デ
ナ
大
聖
堂
、
パ
ル
マ
大
聖
堂
、
ル
ッ
カ
の

ヴ
ィ
ラ
・
グ
イ
ニ
ー
ジ
美
術
館
、
ピ
サ
大
聖
堂
に
あ
る
。
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・

ア
バ
ー
テ
ィ
の
主
な
作
品
に
、
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
附
属
美
術
館
の
建
築
透
視
画

の
大
パ
ネ
ル
（
一
四
九
○
、
図
⑤
）
数
点
が
あ
り
、
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
の
モ
ン
テ
・

ベ
リ
コ
教
会
の
コ
ー
ロ
（
一
四
八
○
）
と
新
聖
具
室
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
（
一
四
八
四

以
後
）、
及
び
サ
ン
タ
・
コ
ロ
ー
ナ
教
会
の
コ
ー
ロ
（
一
四
八
五
頃
）
が
あ
る
。

十
五
世
紀
後
半
の
北
イ
タ
リ
ア
で
は
ま
だ
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
が
残
存
し
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
あ
っ
て
も
、
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
の

開
拓
者
と
し
て
、
兄
弟
は
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
タ
イ
ポ
グ
ラ

フ
ィ
ー
の
仕
事
に
も
た
ず
さ
わ
り
、
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
初
期
人
文
主
義
文
化

の
一
翼
を
担
っ
た
。
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
と
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
と
の
兄
弟
の
よ
う
な
交
友
は
ル
カ
・
パ
チ
ョ
ー
リ
﹃
神
聖
比
例
論
﹄

Pacioli, D
e D

ivina Proporzione

に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
多
面
的
に
活

動
の
な
か
で
特
筆
さ
れ
る
の
が
、
彼
ら
の
タ
ル
シ
ア
に
よ
る
透
視
画
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
問
題
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
コ
ー
ロ
（
聖
職
者
祈
祷
席
）
は
、

一
四
六
二
年
か
ら
六
九
年
に
か
け
て
、
ま
ず
最
初
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー

ラ
が
、
次
い
で
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
と
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・
ア
バ
ー
テ
ィ
が

参
加
し
て
進
め
ら
れ
、
完
成
し
た
コ
ー
ロ
は
同
教
会
の
身
廊
に
設
置
さ
れ
た
。
し
か

し
一
七
四
九
年
の
火
災
に
よ
っ
て
二
面
の
透
視
画
の
み
を
し
て
大
半
は
消
滅
し
た
。

現
存
す
る
そ
の
二
面
は
今
、
こ
の
教
会
の
サ
ン
タ
・
ロ
ー
ザ
・
ダ
・
リ
マ
礼
拝
堂
に

あ
る
。
ひ
と
つ
は﹁
パ
ド
ヴ
ァ
の
城
門
か
ら
見
た
街
景
﹂で
あ
り
、も
う
ひ
と
つ
は﹁
マ

ニ
ョ
ー
リ
ア
回
廊
か
ら
見
た
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
﹂（
図
①
～
④
）
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
透
視
遠
近
法
に
よ
る
実
景
描
写
で
あ
る
。
こ
の
二
面
だ
け
で
も
コ
ラ
ツ
ィ
オ

の
批
評
の
検
討
は
あ
る
程
度
で
き
る
が
、
こ
の
時
期
、
並
行
し
て
兄
弟
は
モ
デ
ナ
大

聖
堂
コ
ー
ロ
（
一
四
六
五
年
完
成
）
の
製
作
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
お
り
、
貴
重
な
参

考
作
品
に
な
る
。
な
お
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
聖
具
室
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
を
か
ざ

る
作
品
（
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
と
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
、
一
四
七
七
）、
及
び

附
属
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
の
街
景
画
（
一
四
六
二
～
六
九
）
も

参
考
作
品
に
加
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

マッテーオ・コラツィオ『パドヴァの聖アントニウス教会のコーロの透視画礼讃』翻訳と解説　上田恒夫

（ 10 ）

ツ
ィ
オ
の
文
体
に
は
近
代
の
形
式
主
義
批
評
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
タ
ル
シ

ア
の
テ
ー
マ
表
現
の
意
味
を
深
読
み
し
す
ぎ
な
い
こ
と
は
今
日
で
も
大
切
な
こ
と
で

あ
る
。

次
に
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
の
モ
ノ
た
ち
の
図
像
に
つ

い
て
﹁
実
物
よ
り
も
実
物
ら
し
く
見
え
る
﹂
と
書
き
（
こ
の
よ
う
な
表
現
自
体
は
古

代
以
来
の
芸
術
家
讃
美
の
決
ま
り
文
句
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
自
身

の
偽
ら
ざ
る
実
感
で
あ
ろ
う
）、
他
方
、
木
素
材
に
つ
い
て
﹁
見
る
面
［
角
度
］
に

応
じ
て
色
が
変
化
す
る
﹂
と
書
い
た
。
事
実
、
私
た
ち
も
タ
ル
シ
ア
画
面
に
近
づ
い

て
左
右
に
目
を
振
っ
て
み
る
と
、
実
際
に
木
の
色
が
変
わ
り
、
木
目
に
し
た
が
っ
て

木
が
﹁
動
く
﹂
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
、
透
視
画
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
モ
ノ
・

人
物
な
ど
の
図
像
及
び
空
間
表
現
が
木
素
材
と
語
ら
い
あ
っ
て
、
絵
画
と
は
違
う
タ

ル
シ
ア
独
自
の
表
現
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
目
は
と
ら
え
て
い

た
。
彼
は
祈
祷
席
に
﹁
近
寄
っ
て
く
ま
な
く
手
で
触
れ
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
後
ろ

に
引
い
て
一
歩
一
歩
、
ま
わ
り
を
巡
り
﹂
と
書
い
て
い
る
。
確
か
に
私
た
ち
も
、
ま

ず
タ
ル
シ
ア
に
近
づ
い
て
木
素
材
独
自
の
美
し
さ
を
見
、
退
い
て
全
体
の
図
像
を
確

認
す
る
。
絵
画
で
も
同
じ
よ
う
に
鑑
賞
す
る
が
、
タ
ル
シ
ア
で
は
木
素
材
と
図
像
表

象
と
が
直
接
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
﹁
遠
近
両
様
﹂
と
で
も
い
う

べ
き
見
方
が
絵
画
の
場
合
以
上
に
切
実
に
求
め
ら
れ
る
。

で
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
な
ぜ
、
図
像
表
現
と
木
素
材
の
美
を
こ
の
よ
う
に
区
別
し
て

見
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
思
考
及
び
彼
の
タ
ル
シ
ア

批
評
の
構
造
と
が
ど
う
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
か
を
知
る
上
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
だ
ろ
う
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
後
ろ
の
方
に
あ
る
。﹁
さ
て
、
私

は
あ
な
た
方
の
作
品
に
驚
く
べ
き
二
つ
の
美
質
を
求
め
ま
し
た
﹂
と
書
い
た
の
に
続

い
て
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
は
描
写
対
象
の
モ
ノ
の
本

性
を
、
彼
ら
が
﹁
表
現
し
て
い
るfingere

と
お
り
に
認
識
し
て
い
るintelligere

だ

け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
も
の
す
べ
て
を
、
ま
さ
し
く
あ
な
た
方
が
認
識
し
て
い
る
と

お
り
に
、
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
キ
ケ
ロ

の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
な
ら
っ
て
対
象
認
識
（intelligere

に
は
﹁
対
象
描
写
す
る
﹂
の

意
味
も
あ
る
）
と
そ
の
表
現
（
木
素
材
固
有
の
表
現
）
と
を
一
旦
は
っ
き
り
と
わ
け

た
上
で
、
し
か
し
こ
の
両
者
は
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
透
視
画
で
は
不
可
分

に
統
一
さ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
ノ
た
ち
の
図
像
主

題
と
木
素
材
の
美
の
関
係
は
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て

は
訳
注
（
25
）
も
参
照
）。
教
会
の
現
場
で
タ
ル
シ
ア
を
見
る
と
き
、
私
た
ち
は
コ

ラ
ツ
ィ
オ
の
こ
の
一
節
を
追
認
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
日
も
有
効
な
、
タ
ル

シ
ア
に
対
す
る
見
方
の
基
本
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
こ
れ
以
上
の
指
摘
は
お
く
と
し
て
、
最
後
に
、
対
象
の
認
識
と
そ
の
表
現
と
の

区
別
及
び
両
者
の
統
一
は
、
キ
ケ
ロ
主
義
者
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
の
所

産
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
お
き
た
い
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
後

の
方
で
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
に
お
け
る
対
象
認
識
（intelligere

）

と
そ
の
表
現
（fingere

）
の
統
一
を
認
め
た
。
こ
の
語
に
示
さ
れ
た
関
係
は
、
コ

ラ
ツ
ィ
オ
が
尊
重
し
た
キ
ケ
ロ
に
お
い
て
は
、
言
語
表
現
に
お
け
る
対
象
認
識
と
表

現
の
関
係
で
あ
り
（C

icero, D
e O

ratore,  III, V
,17

）、
そ
こ
か
ら
、
対
象
テ
ー

マres

と
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉verba

の
関
係
へ
、
さ
ら
に
哲
学
と
レ
ト
リ
ッ
ク

の
関
係
へ
、
そ
し
て
両
者
の
統
一
へ
と
向
か
う
べ
き
レ
ト
リ
ッ
ク
の
目
的
が
志
向
さ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
芸
と
美
術
の
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
表
現
論
の
基
本
と
も
言
え

る
こ
の
よ
う
な
キ
ケ
ロ
理
解
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
す
で
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ニ
や
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
キ
ケ
ロ
を
踏
襲
し
た
ク
イ
ン
テ
ィ

リ
ア
ヌ
ス
か
ら
も
同
様
の
観
念
を
学
ん
で
、
芸
術
家
に
対
し
て
主
題
と
表
現
の
関
係

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
教
え
た
（H

.B
aron （ed.

） 1969, p.134

：
ギ
ベ
ル
テ
ィ
の

﹁
天
国
の
門
﹂
の
主
題
と
表
現
の
関
係
を
提
案
し
た
ブ
ル
ー
ニ
か
ら
ニ
ッ
コ
ロ
・
ダ
・

ウ
ッ
ザ
ー
ノ
あ
て
の
書
簡
。
上
田
恒
夫
﹁
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
美
術
批
評
に
お
け
る

O
R

N
A

TO

の
意
味
﹂（
多
賀
出
版
﹃
芸
術
分
類
の
様
態
と
原
理
﹄
所
収
、
一
九
八
九

年
）
も
参
照
）。
し
か
し
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
よ
う
に
タ
ル
シ
ア
を

評
価
す
る
文
人
は
い
な
か
っ
た
。

コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
、
絵
画
で
は
な
く
実
用
の
木
工
家
具
で
あ
る
タ
ル
シ
ア
の
構
造
を

創
作
の
立
場
か
ら
正
当
に
評
価
で
き
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
現
場
で
の
作
品
体
験
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に
も
よ
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
﹁
巧
み
な
語
り
﹂
よ
り
は
﹁
説
得
の
技
﹂
を
旨
と
す

る
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
が
あ
っ
た
。﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
が
文
芸
と
木
工
芸
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
を
超
え
て
表
現
論
一
般
へ
の
広
が
り
さ
え
も
読
者
に
感
じ
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、

コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
に
つ
い
て
も
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
タ

ル
シ
ア
研
究
の
出
発
点
と
し
て
の
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
は
こ
の
よ
う
な
広
が
り
を
も
っ

て
読
め
る
豊
か
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
。

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
透
視
画

コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
取
り
あ
げ
る
の
は
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟

（Lorenzo e C
ristoforo C

anozi da Lendinara 

ロ
レ
ン
ツ
ォ
、
一
四
二
五
頃
～

一
四
七
七
／
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
、
一
四
二
六
頃
～
一
四
七
七
）、
及
び
ロ
レ
ン
ツ
ォ

の
女
婿
と
さ
れ
る
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・
ア
バ
ー
テ
ィ
（Pierantonio degli 

A
bbati

）
で
あ
る
。
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
は
北
イ
タ
リ
ア
、
ロ
ヴ
ィ
ー
ゴ
近

在
の
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
出
身
で
あ
り
、
若
い
頃
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
公
の
も
と
で
ア
ル

ド
ゥ
イ
ー
ノ
・
ダ
・
バ
イ
ゾ
か
ら
木
工
芸
を
学
び
、
以
後
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
主
に
ヴ
ェ

ネ
ト
地
方
で
、
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
は
エ
ミ
リ
ア
街
道
沿
い
の
各
地
で
製
作
し
、
兄

弟
の
作
風
は
広
く
北
イ
タ
リ
ア
に
広
が
っ
て
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
派
を
形
成
し
た
。

パ
ド
ヴ
ァ
以
外
の
兄
弟
の
作
品
は
、
モ
デ
ナ
大
聖
堂
、
パ
ル
マ
大
聖
堂
、
ル
ッ
カ
の

ヴ
ィ
ラ
・
グ
イ
ニ
ー
ジ
美
術
館
、
ピ
サ
大
聖
堂
に
あ
る
。
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・

ア
バ
ー
テ
ィ
の
主
な
作
品
に
、
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
附
属
美
術
館
の
建
築
透
視
画

の
大
パ
ネ
ル
（
一
四
九
○
、
図
⑤
）
数
点
が
あ
り
、
ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
の
モ
ン
テ
・

ベ
リ
コ
教
会
の
コ
ー
ロ
（
一
四
八
○
）
と
新
聖
具
室
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
（
一
四
八
四

以
後
）、
及
び
サ
ン
タ
・
コ
ロ
ー
ナ
教
会
の
コ
ー
ロ
（
一
四
八
五
頃
）
が
あ
る
。

十
五
世
紀
後
半
の
北
イ
タ
リ
ア
で
は
ま
だ
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
が
残
存
し
て
い
た
が
、

そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
に
あ
っ
て
も
、
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
の

開
拓
者
と
し
て
、
兄
弟
は
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
タ
イ
ポ
グ
ラ

フ
ィ
ー
の
仕
事
に
も
た
ず
さ
わ
り
、
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
初
期
人
文
主
義
文
化

の
一
翼
を
担
っ
た
。
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
と
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
と
の
兄
弟
の
よ
う
な
交
友
は
ル
カ
・
パ
チ
ョ
ー
リ
﹃
神
聖
比
例
論
﹄

Pacioli, D
e D

ivina Proporzione

に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
多
面
的
に
活

動
の
な
か
で
特
筆
さ
れ
る
の
が
、
彼
ら
の
タ
ル
シ
ア
に
よ
る
透
視
画
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
問
題
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
コ
ー
ロ
（
聖
職
者
祈
祷
席
）
は
、

一
四
六
二
年
か
ら
六
九
年
に
か
け
て
、
ま
ず
最
初
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー

ラ
が
、
次
い
で
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
と
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
・
デ
リ
・
ア
バ
ー
テ
ィ
が

参
加
し
て
進
め
ら
れ
、
完
成
し
た
コ
ー
ロ
は
同
教
会
の
身
廊
に
設
置
さ
れ
た
。
し
か

し
一
七
四
九
年
の
火
災
に
よ
っ
て
二
面
の
透
視
画
の
み
を
し
て
大
半
は
消
滅
し
た
。

現
存
す
る
そ
の
二
面
は
今
、
こ
の
教
会
の
サ
ン
タ
・
ロ
ー
ザ
・
ダ
・
リ
マ
礼
拝
堂
に

あ
る
。
ひ
と
つ
は﹁
パ
ド
ヴ
ァ
の
城
門
か
ら
見
た
街
景
﹂で
あ
り
、も
う
ひ
と
つ
は﹁
マ

ニ
ョ
ー
リ
ア
回
廊
か
ら
見
た
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
﹂（
図
①
～
④
）
で
あ
り
、
い

ず
れ
も
透
視
遠
近
法
に
よ
る
実
景
描
写
で
あ
る
。
こ
の
二
面
だ
け
で
も
コ
ラ
ツ
ィ
オ

の
批
評
の
検
討
は
あ
る
程
度
で
き
る
が
、
こ
の
時
期
、
並
行
し
て
兄
弟
は
モ
デ
ナ
大

聖
堂
コ
ー
ロ
（
一
四
六
五
年
完
成
）
の
製
作
に
も
た
ず
さ
わ
っ
て
お
り
、
貴
重
な
参

考
作
品
に
な
る
。
な
お
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会
の
聖
具
室
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
を
か
ざ

る
作
品
（
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
と
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
、
一
四
七
七
）、
及
び

附
属
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
る
ピ
エ
ラ
ン
ト
ニ
オ
の
街
景
画
（
一
四
六
二
～
六
九
）
も

参
考
作
品
に
加
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

マッテーオ・コラツィオ『パドヴァの聖アントニウス教会のコーロの透視画礼讃』翻訳と解説　上田恒夫

（ 10 ）

ツ
ィ
オ
の
文
体
に
は
近
代
の
形
式
主
義
批
評
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
タ
ル
シ

ア
の
テ
ー
マ
表
現
の
意
味
を
深
読
み
し
す
ぎ
な
い
こ
と
は
今
日
で
も
大
切
な
こ
と
で

あ
る
。

次
に
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
の
モ
ノ
た
ち
の
図
像
に
つ

い
て
﹁
実
物
よ
り
も
実
物
ら
し
く
見
え
る
﹂
と
書
き
（
こ
の
よ
う
な
表
現
自
体
は
古

代
以
来
の
芸
術
家
讃
美
の
決
ま
り
文
句
で
あ
る
が
、
そ
の
内
実
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
自
身

の
偽
ら
ざ
る
実
感
で
あ
ろ
う
）、
他
方
、
木
素
材
に
つ
い
て
﹁
見
る
面
［
角
度
］
に

応
じ
て
色
が
変
化
す
る
﹂
と
書
い
た
。
事
実
、
私
た
ち
も
タ
ル
シ
ア
画
面
に
近
づ
い

て
左
右
に
目
を
振
っ
て
み
る
と
、
実
際
に
木
の
色
が
変
わ
り
、
木
目
に
し
た
が
っ
て

木
が
﹁
動
く
﹂
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
、
透
視
画
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
モ
ノ
・

人
物
な
ど
の
図
像
及
び
空
間
表
現
が
木
素
材
と
語
ら
い
あ
っ
て
、
絵
画
と
は
違
う
タ

ル
シ
ア
独
自
の
表
現
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
目
は
と
ら
え
て
い

た
。
彼
は
祈
祷
席
に
﹁
近
寄
っ
て
く
ま
な
く
手
で
触
れ
て
み
ま
し
た
。
そ
し
て
後
ろ

に
引
い
て
一
歩
一
歩
、
ま
わ
り
を
巡
り
﹂
と
書
い
て
い
る
。
確
か
に
私
た
ち
も
、
ま

ず
タ
ル
シ
ア
に
近
づ
い
て
木
素
材
独
自
の
美
し
さ
を
見
、
退
い
て
全
体
の
図
像
を
確

認
す
る
。
絵
画
で
も
同
じ
よ
う
に
鑑
賞
す
る
が
、
タ
ル
シ
ア
で
は
木
素
材
と
図
像
表

象
と
が
直
接
に
絡
み
あ
っ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
﹁
遠
近
両
様
﹂
と
で
も
い
う

べ
き
見
方
が
絵
画
の
場
合
以
上
に
切
実
に
求
め
ら
れ
る
。

で
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
な
ぜ
、
図
像
表
現
と
木
素
材
の
美
を
こ
の
よ
う
に
区
別
し
て

見
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
思
考
及
び
彼
の
タ
ル
シ
ア

批
評
の
構
造
と
が
ど
う
か
ら
み
あ
っ
て
い
る
か
を
知
る
上
に
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な

る
だ
ろ
う
。
そ
の
ヒ
ン
ト
が
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
後
ろ
の
方
に
あ
る
。﹁
さ
て
、
私

は
あ
な
た
方
の
作
品
に
驚
く
べ
き
二
つ
の
美
質
を
求
め
ま
し
た
﹂
と
書
い
た
の
に
続

い
て
、
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
ら
は
描
写
対
象
の
モ
ノ
の
本

性
を
、
彼
ら
が
﹁
表
現
し
て
い
るfingere

と
お
り
に
認
識
し
て
い
るintelligere

だ

け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
も
の
す
べ
て
を
、
ま
さ
し
く
あ
な
た
方
が
認
識
し
て
い
る
と

お
り
に
、
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
キ
ケ
ロ

の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
な
ら
っ
て
対
象
認
識
（intelligere

に
は
﹁
対
象
描
写
す
る
﹂
の

意
味
も
あ
る
）
と
そ
の
表
現
（
木
素
材
固
有
の
表
現
）
と
を
一
旦
は
っ
き
り
と
わ
け

た
上
で
、
し
か
し
こ
の
両
者
は
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
透
視
画
で
は
不
可
分

に
統
一
さ
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
モ
ノ
た
ち
の
図
像
主

題
と
木
素
材
の
美
の
関
係
は
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て

は
訳
注
（
25
）
も
参
照
）。
教
会
の
現
場
で
タ
ル
シ
ア
を
見
る
と
き
、
私
た
ち
は
コ

ラ
ツ
ィ
オ
の
こ
の
一
節
を
追
認
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
日
も
有
効
な
、
タ
ル

シ
ア
に
対
す
る
見
方
の
基
本
が
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
こ
れ
以
上
の
指
摘
は
お
く
と
し
て
、
最
後
に
、
対
象
の
認
識
と
そ
の
表
現
と
の

区
別
及
び
両
者
の
統
一
は
、
キ
ケ
ロ
主
義
者
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
認
識
の
所

産
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
お
き
た
い
。
コ
ラ
ツ
ィ
オ
は
﹁
透
視
画
礼
讃
﹂
の
後

の
方
で
、
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
作
品
に
お
け
る
対
象
認
識
（intelligere

）

と
そ
の
表
現
（fingere

）
の
統
一
を
認
め
た
。
こ
の
語
に
示
さ
れ
た
関
係
は
、
コ

ラ
ツ
ィ
オ
が
尊
重
し
た
キ
ケ
ロ
に
お
い
て
は
、
言
語
表
現
に
お
け
る
対
象
認
識
と
表

現
の
関
係
で
あ
り
（C

icero, D
e O

ratore,  III, V
,17

）、
そ
こ
か
ら
、
対
象
テ
ー

マres

と
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉verba

の
関
係
へ
、
さ
ら
に
哲
学
と
レ
ト
リ
ッ
ク

の
関
係
へ
、
そ
し
て
両
者
の
統
一
へ
と
向
か
う
べ
き
レ
ト
リ
ッ
ク
の
目
的
が
志
向
さ

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
芸
と
美
術
の
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
表
現
論
の
基
本
と
も
言
え

る
こ
の
よ
う
な
キ
ケ
ロ
理
解
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
す
で
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ニ
や
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
キ
ケ
ロ
を
踏
襲
し
た
ク
イ
ン
テ
ィ

リ
ア
ヌ
ス
か
ら
も
同
様
の
観
念
を
学
ん
で
、
芸
術
家
に
対
し
て
主
題
と
表
現
の
関
係

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
教
え
た
（H

.B
aron （ed.

） 1969, p.134

：
ギ
ベ
ル
テ
ィ
の

﹁
天
国
の
門
﹂
の
主
題
と
表
現
の
関
係
を
提
案
し
た
ブ
ル
ー
ニ
か
ら
ニ
ッ
コ
ロ
・
ダ
・

ウ
ッ
ザ
ー
ノ
あ
て
の
書
簡
。
上
田
恒
夫
﹁
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
の
美
術
批
評
に
お
け
る

O
R

N
A

TO

の
意
味
﹂（
多
賀
出
版
﹃
芸
術
分
類
の
様
態
と
原
理
﹄
所
収
、
一
九
八
九

年
）
も
参
照
）。
し
か
し
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
よ
う
に
タ
ル
シ
ア
を

評
価
す
る
文
人
は
い
な
か
っ
た
。

コ
ラ
ツ
ィ
オ
が
、
絵
画
で
は
な
く
実
用
の
木
工
家
具
で
あ
る
タ
ル
シ
ア
の
構
造
を

創
作
の
立
場
か
ら
正
当
に
評
価
で
き
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
彼
の
現
場
で
の
作
品
体
験
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参考図Ｃ　クリストーフォロ・ダ・レンディナーラ「聖ヒエロニムス」、モ
デナ大聖堂

参考図Ｂ　ダ・レンディナーラ兄弟「リュート」、モデナ大聖堂コーロのスパリエーラ

参考図A　ダ・レンディナーラ兄弟、モデナ大聖堂のコーロ（右側）

図⑤　ピエラントニオ・デリ・アバーティ作「街景」（聖アン
トニウス教会附属美術館）

マッテーオ・コラツィオ『パドヴァの聖アントニウス教会のコーロの透視画礼讃』翻訳と解説　上田恒夫
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図�

版

図②　図①の部分
図①　ロレンツォ・ダ・レンディナーラ「パドヴァの城門から
見た街景」（聖アントニウス教会、サンタ・ローザ・ダ・リマ
教会）

図④　図③の部分 図③　ロレンツォ・ダ・レンディナーラ「マニョーリア回廊から
見た聖アントニウス教会」（聖アントニウス教会、サンタ・ロー
ザ・ダ・リマ礼拝堂）
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図④　図③の部分 図③　ロレンツォ・ダ・レンディナーラ「マニョーリア回廊から
見た聖アントニウス教会」（聖アントニウス教会、サンタ・ロー
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—
—

 Pier Luigi B
agatin, L'A

rte dei C
anozi lendinaresi, Trieste, 1990.

—
—

 Pier Luigi B
agatin, Le Pitture lignee di Lorenzo e C

ristoforo da 

Lendinara, Treviso, 2004.

写
真
撮
影
・
掲
載
許
可

　図
①
～
⑤C
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ntoniani  

参
考
図
Ａ
～
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I M
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uom
o, M

odena

　（
参
考
図
Ｃ
を
除
き
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