
【
翻

訳
】

　
　「
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア
（
一
四
七
七
―
一
四
九
〇
）」（
上
）

　
　
　

―
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ

―
ア
ル
フ
レ
ー
ド
・
プ
エ
ラ
ー
リ

訳
　

上

田

恒

夫



207

五　浦　論　叢　第　25　号

タ
ル
シ
ア
史
の
研
究
は
、
タ
ル
シ
ア
の
す
ぐ
れ
た
表
現
の
源
と
な
っ
た
高
度
な

概イ
デ
ア念

﹇
透
視
画
法
、
明
暗
法
、
自
然
模
倣
な
ど
﹈
を
﹇
絵
画
史
か
ら
﹈
一
方
的
に
借
用

し
た
の
で
、
タ
ル
シ
ア
固
有
の
自
律
性
よ
り
も
造
形
の
他
律
性
を
重
視
し
て
き

た
（
１
）
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
聖ア
ル
マ
デ
ィ
オ

具
戸
棚
（
図
１
）
や
聖
コ

ー

ロ

職
者
祈
祷
席
の
鏡
ス
ペ
ッ
キ
オ板

﹇
祈
祷
席
背
後
の
パ
ネ
ル
﹈
に
表
さ
れ
た
タ
ル
シ
ア
の
歴
史
的
・
芸
術
的
内
容
を
明

ら
か
に
す
る
た
め
に
こ
の
他
律
性
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
と
は
い
え
、そ
れ
は
た
だ
、

タ
ル
シ
ア
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
の
最
初
の
段
階
―
タ
ル
シ
ア
作
家
が
、
歴
史
と
芸
術

家
個
人
と
に
制
約
さ
れ
た
絵
画
様
式
の
構
造
を
残
し
て
抽
象
し
、
木
画
面
に
敷
き

写
す
あ
の
準
備
下カ
ル
ト
ー
ネ

絵
の
段
階
―
に
ま
で
立
ち
返
っ
て
検
討
し
な
お
そ
う
と
し
た
か

ら
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
自
体
完
結
し
た
原イ
デ
ア画

に
対
し
て
下
カ
ル
ト
ー
ネ絵

の
構
想
が
二

義
的
で
受
動
的
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
下
絵
を
原
画
の
「
翻
リ
プ
ロ
ド
ゥ
ツ
ィ
オ
ー
ネ

案
」

と
見
な
そ
う
。
こ
の
翻
案
に
か
か
る
調
整
作
業
は
新
し
い
芸
術
形
式
の
創
造
と
い

う
観
点
か
ら
積
極
的
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

タ
ル
シ
ア
の
歴
史
的
誕
生
と
同
時
代
の
美
術
史
へ
の
仲
間
入
り
は
ル
ネ
サ
ン
ス

の
芸
術
文
化
の
意
義
深
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
絵
画
的
タ
ル
シ
ア
が
生
ま
れ
た

直
接
的
前
提
は
す
で
に
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
語
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
は
現
実
と
芸
術

的
判
断
を
含
み
込
ん
だ
ブ
ル
ネ
レ
ス
キ
の
空
間
概
念
に
ま
で
そ
れ
を
さ
か
の
ぼ
ら

せ
て
い
る
。
十
五
世
紀
の
諸
美
術
﹇
絵
画
・
彫
刻
・
建
築
﹈
は
造
形
の
詩
ポ
エ
テ
ィ
カ法

に
よ
っ

て
「
古
代
再
生
」
を
果
た
す
が
、
ま
さ
に
こ
の
詩
法
に
よ
っ
て
絵
画
と
し
て
の
タ

ル
シ
ア
は
誕
生
す
る
。
中
心
の
消
失
点
に
収
斂
す
る
直
線
群
は
、
こ
れ
を
横
断
し

画
面
に
平
行
す
る
二
次
元
の
地
カ
ン
ポ

の
割
り
付
け
を
あ
ら
か
じ
め
決
め
る
。
ヴ
ァ
ザ
ー

リ
は
タ
ル
シ
ア
を
「
木
の
モ
ザ
イ
ク
」
と
定
義
し
、「
木
の
小
片
を
ク
ル
ミ
の
板

に
嵌
め
込
み
接
合
し
て
」
構
成
さ
れ
る
と
い
う
が
、
こ
の
木
片
﹇
ピ
ー
ス
﹈
は
形

式
的
統
一
の
シ
ス
テ
ム
た
る
も
と
の
絵
の
解
体
と
破
壊
を
意
味
す
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
「
こ
の
仕
事
は
も
と
も
と
そ
の
起
源
が
透

プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ

視
画
に
あ
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
透
視
画
は
鋭
角
の
境
界
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の

仕
事
で
も
小
片
を
一
緒
に
嵌
め
込
ん
で
そ
の
輪
郭
線
を
作
り
（
２
）
」
と
言
っ
て
い
る
。

タ
ル
シ
ア
は
色
彩
と
三
次
元
空
間
の
織
物
を
編
み
出
す
。

も
し
タ
ル
シ
ア
が
透
視
画
の
教
育
的
図
解
に
す
ぎ
な
か
っ
た
ら
―
事
実
一
部
の

タ
ル
シ
ア
は
そ
う
で
あ
っ
た
が
―
あ
る
い
は
ま
た
単
に
個
人
的
芸
術
思
想
の
再
現

に
と
ど
ま
っ
て
い
た
な
ら
、
タ
ル
シ
ア
が
十
五
世
紀
に
あ
れ
ほ
ど
広
が
り
を
見
せ

た
理
由
を
問
う
ほ
ど
の
価
値
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
絵
画
様
式
に
由
来
す
る
技
法

の
合
理
主
義
的
原
理
を
我
が
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
タ
ル
シ
ア
は
そ
の
古
里

で
あ
る
文
化
の
担
い
手
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
タ
ル
シ
ア
が
造
形
的
総
合
の
方
法

を
確
立
し
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

木
の
絵
画
性
と
は
、
芸
術
に
由
来
す
る
ひ
と
つ
の
認
識
で
あ
り
、
人
間
の
判
断

に
よ
る
自
然
の
贖
あ
が
な

い
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
木
材
の
さ
ま
ざ
ま
な
色
に
、

ま
た
断
面
に
あ
ら
わ
れ
た
内
部
の
木も
く

理り

と
杢も
く

に
、
近
代
の
思
想
・
芸
術
が
実
践
的

に
か
ち
え
た
成
果
が
適
用
さ
れ
る
。
タ
ル
シ
ア
の
実
用
的
・
装
飾
的
目
的
に
使
用

さ
れ
た
木
材
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
以
前
の
、
科
学
と
芸
術
の
新
し
い
「
目
サ
ペ
ー
ル
・
ヴ
ェ
デ
ー
ル

の
知
識
」

に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
を
広
げ
た
。
空
間
の
計
測
と
し
て
の
透
視
画
的
視
覚
の
科

学
的
原
理
は
、
ま
さ
に
ガ
リ
レ
オ
が
「
自
リ
ブ
ロ
・
デ
ラ
・
ナ
ト
ゥ
ー
ラ

然
の
本
」﹇
ス
コ
ラ
学
者
が
本
に
よ
っ
た

の
に
対
す
る
言
葉
﹈
と
呼
ぶ
テ
ー
マ
に
、
ま
た
、
人
体
解
剖
に
な
ぞ
ら
え
た
植
物

の
有
機
的
構
造
の
分
析
に
適
用
さ
れ
る
。
新
し
い
意
図
に
も
と
づ
い
て
、
木
材
の

な
か
に
気
候
・
場
所
・
季
節
の
変
化
、
た
と
え
ば
、
均
一
な
あ
る
い
は
異
常
な
ふ

る
ま
い
が
、
ま
た
、
樹
木
の
心
材
・
辺
材
・
形
成
層
と
い
っ
た
内
部
を
構
成
す
る

諸
部
分
の
分
布
の
偏
か
た
よ
り
が
、
識
別
さ
れ
る
。

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
『
建
築
論
』
の
一
節
で
、
人
体
解
剖
と
比
較
し
て
、
木
材
の
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性
質
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。「
ワ
ァ
ル
ロ
に
よ
る
と
﹇
中
略
﹈
木
材
の
色
が
白
い

も
の
は
い
ず
れ
も
、
色
の
つ
い
た
材
よ
り
緻
密
さ
の
点
で
劣
る
が
、
柔
軟
な
点
で

は
優
る
。
ど
ん
な
材
質
で
あ
れ
、
重
い
も
の
は
軽
い
も
の
よ
り
緻
密
で
堅
い
。
軽

い
も
の
ほ
ど
弱
い
し
、
屈
曲
し
た
も
の
ほ
ど
堅
牢
で
あ
る
。﹇
中
略
﹈
こ
の
よ
う

に
ワ
ァ
ロ
は
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
ど
ん
な
樹
種
で
あ
っ
て
も
、
髄ミ
ド
ッ
ロ

質
部
が
少

な
い
も
の
ほ
ど
強
く
堅
い
。
髄
に
最
も
近
い
部
分
は
他
の
部
分
よ
り
も
堅
牢
で
緻

密
で
あ
る
（
心
ド
ゥ
ラ
ー
メ材
）。
樹
皮
に
近
い
所
は
繊
維
質
が
一
層
強
靱
で
あ
る
（
辺
ア
ル
ブ
ル
ノ材
）。

樹
木
に
関
し
て
、
一
番
外
の
樹
皮
を
あ
た
か
も
動
物
の
皮
の
よ
う
に
考
え
、
筋
肉

に
当
た
る
も
の
に
樹
皮
の
下
の
幹
の
外
周
部
を
、
骨
に
相
当
す
る
も
の
に
髄
質
の

ま
わ
り
を
包
む
幹
の
内
周
部
を
考
え
る
人
が
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
植

物
の
節
は
神
経
に
非
常
に
似
て
い
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
言
っ
て
い
る
。
木

材
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
の
う
ち
、
質
が
最
も
劣
る
所
は
辺
材
の
箇
所
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
特
に
舟
食
虫
に
全
く
抵
抗
力
を
持
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
他
、
立

木
の
時
、
正
午
の
太
陽
に
向
い
て
い
た
側
は
、
他
の
側
よ
り
乾
燥
が
ひ
ど
く
、
や

せ
て
（
よ
り
白
く
）
成
長
も
劣
り
、
結
局
一
層
密
に
な
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
横

断
面
で
こ
の
方
向
に
木
髄
が
偏
り
、
樹
皮
寄
り
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た

幹
の
う
ち
で
は
大
地
や
根
に
接
続
し
て
い
た
部
分
（
樹
幹
）
は
他
よ
り
重
い
―
こ

の
部
分
は
水
中
で
辛
う
じ
て
浮
く
の
が
良
い
証
拠
で
あ
る
―
。
ど
の
木
で
も
、
中

心
部
の
木
目
は
他
よ
り
縮
れ
て
い
る
し
、
根
に
移
る
所
に
近
づ
く
ほ
ど
、
ひ
ど
く

屈
曲
す
る
（
３
）
」。

幹
の
断
面
―
「
木
口
」・「
板
目
」・「
柾
目
」（
髄
の
放
射
方
向
）（
図
17
）
―
は

年
輪
の
形
状
の
変
化
の
た
め
に
模
様
と
色
味
が
違
っ
て
見
え
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

の
断
面
に
そ
れ
ぞ
れ
の
「
見
え
方
」
が
あ
る
。

絵
画
と
し
て
の
タ
ル
シ
ア
を
は
じ
め
た
芸
術
家
た
ち
は
、
木
の
自
然
の
表
情
を

そ
の
ま
ま
残
し
、
木
工
職
人
の
手
ぎ
わ
あ
ざ
や
か
に
ピ
ー
ス
を
組
み
あ
わ
せ
る
べ

く
大
き
な
地
カ
ン
ピ
ト
ゥ
ー
レ

板
を
つ
く
っ
た
。
カ
ノ
ツ
ィ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
﹇
プ
ラ
ー

テ
ィ
ナ
の
先
達
で
あ
る
ロ
レ
ン
ツ
ォ
と
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
﹈
に
よ
る
タ
ル
シ
ア
の
い

く
つ
か
の
地
に
は
、
画
面
隅
の
荒
い
台
板
お
よ
び
充
填
の
た
め
に
挿
入
さ
れ
た
不

規
則
な
接
合
部
に
細
い
ノ
ミ
跡
が
残
さ
れ
、
作
家
の
果
た
さ
れ
な
か
っ
た
行
為
を

思
い
起
こ
さ
せ
る
（
図
18
）。
こ
の
よ
う
な
木
材
の
特
性
は
、
大
理
石
が
ロ
マ
ネ

ス
ク
の
彫
刻
家
に
対
し
て
与
え
た
の
と
同
じ
よ
う
な
感
覚
的
ヒ
ン
ト
を
タ
ル
シ
ア

作
家
に
与
え
た
に
違
い
な
い
が
、
両
者
の
違
い
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
の
彫
刻
家
が
ビ

ザ
ン
テ
ィ
ン
的
構
造
の
究
極
的
イ
デ
ア
﹇
聖
像
の
霊
的
本
質
、
原
型
﹈
に
造
形
性
を

与
え
た
の
に
対
し
て
、
タ
ル
シ
ア
作
家
は
透
視
画
の
結
構
の
上
に
形
を
定
め
た
こ

と
に
あ
る
。
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
職
者
祈
祷
席
に
カ
ノ
ツ
ィ
兄
弟
が
使
用
し
た
樹
種
に

つ
い
て
、
ゴ
ン
ザ
ー
テ
ィ
は
「
ク
ワ
、ナ
ナ
カ
マ
ド
、
糸
杉
、
エ
ス
テ
の
ヤ
ナ
ギ
、

カ
エ
デ
、
ナ
シ
、
乳
香
樹
、
甘
草
、
ツ
ゲ
、
桜
、
黒
檀
、
ギ
ョ
リ
ュ
ウ
、
ト
ネ
リ

コ
、
そ
の
他
漠
然
と
白
い
木
と
記
さ
れ
た
樹
種
（
４
）

」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は

余
計
な
樹
種
が
含
ま
れ
る
。
少
な
く
と
も
黒
檀
は
そ
う
で
あ
り
、
反
対
に
も
っ
と

知
ら
れ
た
樹
種
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
一
四
六
一
年
か
ら
一
四
六
五
年
の
間
に

カ
ノ
ツ
ィ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
が
交
わ
し
た
木
材
購
入
の
契
約
に
関
す

る
い
く
つ
か
の
未
刊
の
記
録
か
ら
、
選
ば
れ
た
樹
種
は
ク
ル
ミ
、
洋
ナ
シ
、
モ
ミ
、

ポ
プ
ラ
、
ク
ワ
、
糸
杉
、
ニ
レ
、
黒
い
材
で
あ
る
と
わ
か
る
。「
黒
い
材
」
は
黒

檀
で
は
な
く
、
半
炭
化
し
た
ナ
ラ
材
か
、
あ
る
い
は
こ
の
名
称
が
ほ
か
の
樹
種
を

い
う
の
で
あ
れ
ば
何
ら
か
の
樹
種
の
心
材
﹇
あ
る
い
は
赤
身
﹈
を
指
す
か
（
５
）

。

樹
種
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
絵
の
具
の
色
合
い
・
明
る
さ
・
濃
さ
・
透
明
度
に
相
当

す
る
異
な
る
効
果
が
あ
り
、
ど
の
効
果
の
も
の
を
選
ぶ
か
は
切
り
取
ら
れ
る
ピ
ー

ス
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
応
じ
て
決
ま
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
年
輪
や
繊
維
の
運
び
が
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見
定
め
ら
れ
適
切
に
ピ
ー
ス
は
切
り
出
さ
れ
、
明
快
な
幾
何
学
的
フ
ォ
ル
ム
と
緊

張
感
が
タ
ル
シ
ア
に
与
え
ら
れ
る
。
木
素
材
の
た
し
か
な
絵
画
的
素
質
は
透
視
画

空
間
を
い
か
に
表
現
す
る
か
を
め
ぐ
る
視
覚
的
議
論
を
讃
え
る
。
同
じ
樹
種
の
ど

の
部
位
を
取
る
か
を
柔
軟
に
判
断
し
多
様
な
色
味
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
色
の
幅

が
拡
大
し
、
そ
の
結
果
、
分
析
的
色
調
の
案
分
を
目
的
と
し
た
ピ
ー
ス
の
分
割
が

決
ま
る
。

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
は
ま
さ
し
く
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
と
同
じ
よ
う
に
、
今

も
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
で
「
溺
ア
ン
ネ
ガ
ー
タ
れ
ナ
ラ
」﹇
埋
没
ナ
ラ
﹈
と
称
し
て
い
る
黒
い
ナ
ラ
材

を
広
範
に
使
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
半
炭
化
し
た
不
揃
い
の
繊
維
を
も
つ
材
で
、
繊

維
質
の
細
胞
間
組
織
の
波
打
つ
皺
は
、
篩
部
の
内
を
取
る
か
周
辺
を
取
る
か
で
間

隔
の
粗
密
の
違
い
が
出
る
（
６
）
（
図
21
）。
タ
ル
シ
ア
で
は
靄
の
か
か
っ
た
よ
う
な
こ

の
ナ
ラ
の
黒
の
地
は
中
和
し
た
古
い
壁
材
か
ら
と
る
が
、
材
自
体
と
し
て
透
視
画

法
に
と
ら
わ
れ
な
い
抽
象
的
平
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
波マ

ッ

キ

ア

状
木
理
し
だ
い

で
奥
行
き
は
浅
く
も
深
く
も
な
る
。
そ
れ
が
ゴ
シ
ッ
ク
絵
画
の
夜
景
と
い
う
「
否

定
的
な
」
色
彩
を
想
起
さ
せ
る
と
し
て
も
、
中
世
の
色
彩
観
が
「
他
の
諸
色
の
尺

度
」
た
る
白
と
対
比
し
て
黒
を
規
定
す
る
あ
の
両
極
的
ス
ケ
ー
ル
（
７
）
と
は
無
縁
で
あ

る
。
ダ
ン
テ
に
と
っ
て
「
白
さ
は
他
の
ど
の
色
に
も
ま
し
て
、
物
体
的
な
光
に
満

ち
た
ひ
と
つ
の
色
で
あ
る
（
８
）

」。
し
た
が
っ
て
白
さ
は
ま
ぎ
れ
な
い
純
粋
な
物
質
た

る
光
に
し
て
色
で
あ
る
。
他
方
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
色
彩
は
空
間
―
フ
ォ
ル
ム
は
空

間
の
な
か
で
決
ま
る
―
の
な
か
で
光
と
相
関
す
る
。
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン

チ
ェ
ス
カ
の
絵
に
お
い
て
は
「
色
の
ス
ケ
ー
ル
の
両
端
で
あ
る
黒
と
白
そ
の
も

の
」
は
「
も
は
や
明
暗
に
で
は
な
く
色
に
属
す
（
９
）

」。
し
た
が
っ
て
色
は
そ
れ
自
体

の
ス
ケ
ー
ル
を
ほ
か
の
色
と
の
三
次
元
的
関
係
の
な
か
で
生
み
出
し
、
相
互
の

「
距
離
」
を
決
め
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
い
う
諸
色
の
「
親ア
ミ
チ
ツ
ィ
ア

和
力
」
と
は
、
空
間

の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
色
を
結
び
つ
け
る
引
力
で
あ
り
絆
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ゴ

シ
ッ
ク
絵
画
の
色
彩
の
パ
レ
ッ
ト
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
透
視
画
に
も
た
ら
し
た
貢
献

が
理
解
さ
れ
る
。
さ
て
タ
ル
シ
ア
の
絵
画
的
性
質
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
色
彩
の
金
属
的

表
現
を
思
わ
せ
る
も
の
を
多
分
に
も
ち
、
色
彩
の
完
全
な
分
割
を
求
め
て
い
た
。

ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
は
若
い
頃
の
一
四
五
七
年
﹇
サ
ン
・

プ
ロ
ス
ペ
ロ
教
会
コ
ー
ロ
の
タ
ル
シ
ア
﹈、
ロ
マ
ネ
ス
ク
＝
ゴ
シ
ッ
ク
の
大
理
石
象
嵌

―
黒
地
に
動
物
を
「
オ
プ
ス
・
セ
ク
テ
ィ
レ
」
風
に
象
嵌
し
た
構
成
に
お
い
て）

10
（

―

を
参
考
に
し
て
い
た
。
し
が
た
っ
て
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
サ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
オ
教
会

の
﹇
旧
﹈
コ
ー
ロ
（
図
19
）
は
そ
れ
に
イ
ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

ゴ
ン
ザ
ー
テ
ィ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
コ
ー
ロ
は
種
々
の
石
と
ブ
ロ
ン
ズ

を
も
ち
い
て
上
質
の
多
様
性
を
も
っ
て
囲
わ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
二
十
四
本

の
付
け
柱
―
そ
の
う
ち
十
本
は
白
い
石
、
四
本
は
赤
い
石
で
あ
る
―
・
・
・
そ
の

上
に
白
い
柱
礎
が
接
続
し
、
そ
れ
を
赤
い
石
が
挟
み
、
二
十
の
柱
間
を
等
間
隔
に

空
け
、
そ
の
う
ち
八
つ
の
柱
間
を
赤
い
石
で
埋
め
、
そ
の
上
部
に
白
大
理
石
装

飾
で
縁
取
っ
た
つ
や
の
あ
る
黒
の
格
間
が
あ
る）

11
（

」。
こ
れ
は
ト
ス
カ
ナ
風
大
理
石

鏡ス
ペ
ッ
キ
ア
ト
ゥ
ー
ラ

板
に
即
応
し
、
コ
ー
ロ
内
部
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
祭
壇
に
取
り
入
れ
ら
れ
て

い
る
。
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
タ
ル
シ
ア
は
、
金
象
嵌
﹇
マ
マ
﹈
を
ほ
ど

こ
し
た
ブ
ロ
ン
ズ
の
彫
り
物
﹇
旧
コ
ー
ロ
の
そ
れ
﹈
や
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
大
理
石
﹇
同

教
会
の
祭
壇
﹈
に
絵
画
的
に
共
鳴
す
る
も
の
を
認
め
は
し
た
が
、
そ
れ
は
、
つ
や

と
く
す
み
綯
交
ぜ
の
輝
き
を
タ
ル
シ
ア
が
本
来
的
に
も
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
ピ
エ

ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
は
、
ロ
レ
ン
ツ
ォ
に
「
一
連
の
原
画
」
を
提
供
し

て
責
任
を
果
た
し
た
。
そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大

帝
の
夢
」
の
と
ば
り
を
開
い
た
天
幕
の
な
か
の
「
夜
の
」
黒
と
モ
デ
ナ
の
「
四
福

音
史
家
」（
図
20
）
の
タ
ル
シ
ア
の
黒
地
で
あ
る
が
、
黒
は
空
間
の
深
さ
を
あ
ら
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わ
す
と
と
も
に
フ
ォ
ル
ム
の
下
支
え
の
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
。「
と
い
う
の
は
、

光
と
影
は
物
を
浮
き
上
が
っ
た
よ
う
に
見
せ
る
か
ら
で
あ
る）

12
（

」。
半
炭
化
し
た
黒

い
ナ
ラ
材
は
、
か
す
か
な
震
え
と
「
極
微
の
光
」
に
よ
っ
て
画
面
に
生
気
を
与
え

る
、
平
行
な
繊
維
か
ら
な
る
天
然
の
「
木
理
」
を
利
し
て
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
の

効
果
を
三
次
元
空
間
と
の
関
係
に
お
い
て
実
現
す
る
。
年
輪
の
線
の
粗
密
を
吟
味

し
て
選
ば
れ
た
ピ
ー
ス
は
透
視
画
の
規
則
に
し
た
が
っ
て
た
が
い
に
組
み
合
わ
さ

れ
る
。
条
理
の
乱
れ
に
よ
っ
て
表
面
が
荒
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
平
滑
な

鏡
板
に
不
規
則
な
波
状
木
理
が
あ
ら
わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
樹
木
が
冬
期
に
樹
液

を
蓄
え
た
髄
質
部
の
嚢
の
部
分
が
波
状
木
理
に
あ
た
る
。

受
胎
告
知
の
「
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
」（
図
6
）
で
は
ユ
リ
の
茎
の
後
ろ
の
部

分
の
背
地
は
大
天
使
の
肩
越
し
の
そ
れ
よ
り
も
条
理
の
幅
が
広
い
が
、
こ
れ
は
幅

の
広
狭
に
よ
っ
て
、
大
天
使
の
仰
角
表
現
と
あ
わ
せ
て
﹇
構
図
に
﹈
集
中
と
拡
散

の
変
化
を
つ
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
う
し
て
木
素
材
の
表
面
は
透
視
画
の
平
面
に

変
容
す
る
。「
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
」（
図
5
）
で
は
、
背
景
の
天
然
の
木
理
は
右
側

で
間
隔
が
狭
く
中
央
で
広
い
が
、
空
中
の
聖
書
の
ペ
ー
ジ
と
帽
子
の
間
の
黒
の

ピ
ー
ス
は
視
点
に
対
応
し
て
奥
方
向
へ
い
く
ぶ
ん
傾
斜
し
た
平
行
線
で
あ
る
。

「
受
胎
告
知
の
聖
母
」（
図
7
）
で
も
同
様
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。「
リ
ュ
ー
ト
と

果
物
鉢
の
あ
る
静
物
」（
図
11
）
で
も
、
モ
チ
ー
フ
の
見
え
方
に
応
じ
て
間
隔
の

広
狭
の
あ
る
、
プ
ラ
ン
に
平
行
す
る
条
理
が
背
地
に
認
め
ら
れ
る
。

年
輪
の
二
色
―
冬
期
の
年
輪
は
明
る
く
秋
期
の
は
黒
い
―
が
線
の
太
さ
の
違

い
、
明
暗
の
調
子
の
違
い
、
全
体
的
な
色
の
分
布
の
違
い
と
な
っ
て
、
材
の
断
面

に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
二
色
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
針
葉
樹
が
非
常
に
緻
密

な
場
合
、
年
輪
と
放
射
出
髄
の
た
く
ら
み
に
よ
っ
て
、
色
素
が
細
や
か
に
震
え
、

画
面
に
当
た
っ
た
光
が
さ
ざ
波
の
よ
う
に
乱
れ
る
。
次
に
、
材
が
多
か
れ
少
な
か

れ
樹
脂
を
含
む
と
い
う
事
実
が
木
に
油
彩
画
の
輝
き
を
与
え
る
（
そ
の
よ
う
な
木

の
性
質
に
つ
い
て
ダ
ン
テ
は
『
神
曲
』
の
煉
獄
の
谷
で
「
き
ら
め
き
、
澄
明
な
」

木
と
う
た
う
）。
人
文
主
義
﹇
タ
ル
シ
ア
﹈
が
歴
史
か
ら
、
科
学
と
芸
術
の
素
材
と

し
て
理
解
さ
れ
る
前
ガ
リ
レ
オ
的
「
自
然
の
本
」
へ
と
逆
戻
り
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
造
形
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
線
・
色
・
調
子
・
明
暗
を
原
初
的
表
現
記
号
に
戻

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
他
方
、
歴
史
へ
の
「
帰リ
ト
ル
ノ還

」
は
こ
の
両
者
を
同
一

の
も
の
と
し
て
扱
い
総
合
す
る
タ
ル
シ
ア
作
家
の
作
業
に
よ
っ
て
成
し
と
げ
ら
れ

る
。
こ
う
し
て
手
段
と
目
的
が
一
致
す
る
。「
静
物
」
の
手
前
で
半
開
き
に
あ
ら

わ
さ
れ
た
扉
で
は
自
然
の
木
目
は
透
視
画
の
遠
近
の
運
び
に
一
致
し
、
実
際
に
は

個
々
の
ピ
ー
ス
を
寄
せ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
ま
る
で
扉
の
形
を
し
た
一
枚
の
ピ
ー

ス
に
小
さ
な
ピ
ー
ス
を
彫
り
込
み
象
嵌
し
あ
る
い
は
彫
り
抜
き
象
嵌
し
て
い
る
か

の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
。

タ
ル
シ
ア
作
家
は
、
性
質
上
同
じ
特
徴
を
も
つ
木
材
を
見
分
け
て
類
別
し
て
い

る
。
カ
ノ
ツ
ィ
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
と
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
が
使
用
し
た
こ
と

が
わ
か
っ
て
い
る
樹
種
で
言
え
ば
、
洋
ナ
シ
、
ツ
ゲ
、
ニ
レ
、
カ
バ
、
カ
エ
デ
、

ヤ
ナ
ギ
、
ポ
プ
ラ
の
よ
う
に
表
面
が
均
質
緻
密
で
平
滑
な
樹
種
、
マ
ツ
に
見
ら
れ

る
よ
う
な
年
輪
の
二
色
が
明
瞭
で
通
直
な
樹
種
、
ナ
ラ
の
自
然
木
、
そ
し
て
ク
ル

ミ
、
ク
ワ
、
ト
ル
コ
オ
ー
ク
、
糸
杉
の
よ
う
な
不
規
則
な
組
成
の
た
め
に
明
暗
が

ま
じ
り
合
い
、
鉱
物
質
の
凝
固
物
を
含
む
樹
種
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
木
は
、
植

物
が
語
る
色
合
い
と
色
調
の
パ
レ
ッ
ト
を
も
っ
て
い
る
。「
リ
ュ
ー
ト
と
果
物
鉢

の
あ
る
静
物
」
で
は
、彫
り
抜
き
象
嵌
し
た
「
両
扉
」
の
明
る
い
ナ
ラ
材
と
「
棚
板
」

の
辺
材
の
ク
ル
ミ
が
、
明
と
暗
の
豊
か
な
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
輝
き
を
生
み
出
し
て

い
る
。
西
洋
ス
モ
モ
、
洋
ナ
シ
、
カ
エ
デ
、
カ
バ
は
平
滑
、
均
一
で
「
光
沢
が
あ

り
」、
色
が
き
ら
め
く
。
輝
か
し
い
「
家
並
み
の
道
」（
図
13
）
で
は
、
家
屋
の
部



211

五　浦　論　叢　第　25　号

屋
に
使
わ
れ
た
黒
の
ナ
ラ
材
は
無
煙
炭
の
よ
う
に
強
く
光
を
反
射
す
る
一
方
、
ク

ル
ミ
と
、
洋
ナ
シ
、
ナ
ラ
（
自
然
木
）、
カ
バ
と
組
み
合
わ
せ
の
対
比
は
、
反
射

の
輝
き
・
陰
影
・
く
す
み
に
変
じ
る
。
ア
ー
チ
や
窓
の
開
口
部
の
陰
影
に
は
黒
い

ピ
ー
ス
の
繊
維
を
水
平
に
か
つ
面
に
対
し
て
平
行
に
置
く
。
こ
う
し
て
画
面
を
照

ら
す
光
の
方
向
に
感
応
す
る
黒
の
基
底
が
つ
く
ら
れ
る
。
ナ
ラ
材
の
黒
に
、
洋
ナ

シ
の
心
材
に
よ
る
丘
の
背
後
に
広
が
る
空
の
カ
バ
の
藁
色
が
対
置
さ
れ
る
が
、
こ

れ
は
﹇
前
景
の
﹈
道
路
舗
装
に
再
度
用
い
ら
れ
て
い
る
。
透
視
画
の
色
面
構
成
の

決
め
手
に
な
る
明
る
い
背
景
な
い
し
黒
い
背
景
は
頻
繁
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。木

の
断
面
構
造
が
、
内
的
な
ま
と
ま
り
の
あ
る
描
写
の
一
部
に
そ
の
ま
ま
持
ち

込
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
工
芸
の
自
然
は
「
絵
画
を
楽
し
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る）

13
（

」。
な
ぜ
な
ら
工
芸
の
自
然
は
タ
ル
シ
ア
の
描
画
と
彩
色
に
ふ
さ
わ
し
く
選

ば
れ
取
り
入
れ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
さ
に
タ
ル
シ
ア
で
あ
る
。
た

と
え
ば
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
よ

う
に）

14
（

（
図
21
）、
イ
タ
リ
ア
産
の
マ
ツ
の
先
端
部
の
板
目
の
小
さ
な
板
は
、
年
輪

の
二
色
が
規
則
的
か
つ
間
隔
が
広
け
れ
ば
タ
ル
シ
ア
の
家
の
屋
根
の
表
現
に
、
狭

け
れ
ば
極
薄
の
も
の
の
表
現
、
た
と
え
ば
閉
じ
た
書
物
の
木
口
・
天
や
、
櫛
を
入

れ
た
髭
の
マ
ス
に
使
わ
れ
る
。
つ
ま
り
木
の
構
造
が
タ
ル
シ
ア
の
デ
ザ
イ
ン
に
組

み
込
ま
れ
る
。
下
絵
に
描
か
れ
た
対
象
の
意
味
に
忠
実
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
描

く
べ
き
対
象
の
実
際
の
形
か
ら
離
れ
る
。
木
で
作
ら
れ
た
も
の
を
木
そ
の
も
の
を

使
っ
て
描
写
す
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
。
た
と
え
ば
小
戸
棚
の
扉
・
棚
や
小
箱
の
内

側
・
切
り
株
の
断
面
・
家
具
調
度
・
大
工
道
具
・
楽
器
が
そ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
テ
ー
マ
の
幾
何
学
的
フ
レ
ー
ム
﹇
タ
ル
シ
ア
﹈
へ
の
移
し
替
え
は
隠
喩
的
同

語
反
復
に
も
と
づ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
統
一
的
関
係
の
秩
序
と
し
て

の
タ
ル
シ
ア
に
統
合
さ
れ
た
手
段
と
し
て
の
木
素
材
は
、
目
的
と
同
じ
に
な
り
、

木
素
材
本
来
の
性
質
は
対
象
の
意
味
と
素
材
の
意
味
が
互
換
さ
れ
る
契
機
と
な

る
。植

物
に
は
、
空
気
、
光
、
樹
液
、
四
季
の
変
化
な
ど
の
一
連
の
作
用
か
ら
生
じ

た
自
然
の
表
情
が
あ
る
が
、
一
旦
そ
れ
が
形
象
記
号
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
、
一

般
的
記
号
が
順
次
歴
史
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
記
号
シ
ス
テ
ム
の
仲
間
入
り

を
果
た
す
。
そ
し
て
タ
ル
シ
ア
が
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
普
及
し
た
か
は
、
メ
ジ
ャ
ー
・

ア
ー
ト
の
形
式
と
内
容
を
直
接
反
映
せ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
の
使
用
す
る
手
段
の

制
約
に
起
因
す
る
様ス
テ
ィ
レ
ー
マ

式
素
因
と
い
う
単
純
化
を
利
し
て
新
た
な
内
容
と
形
式
を
獲

得
す
る
、
い
わ
ゆ
る
マ
イ
ナ
ー
・
ア
ー
ト
と
イ
ン
ダ
ス
ト
リ
ア
ル
・
ア
ー
ト
に
共

通
す
る
現
象
か
ら
説
明
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
の
上
に
、
詩
法
と
科
学
の
前

提
か
ら
出
発
し
た
タ
ル
シ
ア
作
家
た
ち
は
そ
の
原
理
と
理
論
を
普
及
さ
せ
、
つ
い

に
は
世
に
「
マ
エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
（
透
視
画
の
マ
エ

ス
ト
ロ
）」
と
呼
ば
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。

従
来
タ
ル
シ
ア
を
解
釈
す
る
さ
い
、
と
も
す
る
と
原
カ
ル
ト
ー
ネ画
―
仮
に
そ
れ
が
あ
っ
た

と
し
て
、
タ
ル
シ
ア
作
家
ら
の
デ
ッ
サ
ン
集
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
れ
、
あ
る

い
は
「
無
制
限
の
模
倣
の
権
能
に
よ
る）

15
（

」
偉
大
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
で
あ
れ
―
が

想
定
さ
れ
、
原
画
か
ら
タ
ル
シ
ア
へ
の
プ
ロ
セ
ス
は
一
方
向
的
な
も
の
と
と
ら
え

ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
よ
う
な
見
方
は
原
画
と
タ
ル
シ
ア
本
来
の
表
現
語
法
と
の

間
に
介
在
す
る
諸
関
係
を
見
誤
っ
て
い
る
。
今
日
私
た
ち
は
一
つ
の
制
作
に
二
つ

の
異
な
る
作
業
を
認
め
る
が
、
原
カ
ル
ト
ー
ネ画

か
ら
完
成
作
へ
の
表
現
の
移
行
は
コ
ン
ラ
ー

ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
「
内
容
を
探
す
形
」﹇
模
倣
内
容
に
代
っ
て
素
材
が
探
り
当
て

る
フ
ォ
ル
ム
﹈
と
い
う
と
こ
ろ
の
相
互
規
定
の
な
か
で
果
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
芸
術
的
行
為
の
「
意
イ
ン
テ
ン
ツ
ィ
オ
ー
ネ

図
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
タ
ル
シ
ア
の
ピ
ー
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ス
の
「
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
」
や
「
鋭
い
角
」、
つ
ま
り
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
デ
ッ
サ
ン
に

代
わ
る
抽
象
の
作
業
は
、
新
し
い
表
現
の
決
定
と
し
て
の
形
を
下
カ
ル
ト
ー
ネ絵

に
移
し
替
え

る
た
め
の
要
件
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
創イ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
ィ
オ
ー
ネ

意
の
作
業
は
タ
ル
シ
ア
に
よ
る
表
現
を

規
制
は
す
る
が
一
方
的
に
表
現
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
い
。
表
現
形
式
の
統
一

に
向
け
て
、
こ
の
作
業
が
終
わ
っ
た
刹
那
の
相
対
的
な
完
成
に
ま
で
導
く
の
が
、

そ
の
役
割
で
あ
る
。
原
画
の
「
芸
術
的
」
内
容
か
ら
タ
シ
ル
ア
の
表
現
へ
の
、
ま

た
そ
の
逆
の
工
程
に
お
い
て
、
こ
の
相
互
関
係
は
原
画
の
内
容
と
タ
ル
シ
ア
の
形

式
と
の
間
に
食
い
違
い
を
生
む
。
こ
の
食
い
違
い
の
統
一
は
双
方
向
的
で
あ
り
、

先
立
つ
原
画
の
自
律
性
は
、
タ
ル
シ
ア
が
完
成
し
た
あ
か
つ
き
に
は
タ
ル
シ
ア
そ

の
も
の
の
自
律
性
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
。
こ
の
、
原
画
の
表
現
内
容
＝
意
味
さ

れ
る
も
の
﹇
表
現
さ
れ
た
外
界
の
モ
ノ
﹈
と
の
照
合
作
業
の
段
階
、
そ
し
て
そ
れ
に

続
く
タ
ル
シ
ア
作
家
の
側
か
ら
す
る
形
式
の
食
い
違
い
を
調
整
す
る
創イ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
ィ
オ
ー
ネ

意
の
作
業

は
、
絶
対
的
価
値
を
失
う
。
絵
画
的
透
視
画
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
べ
き
対
象
、
た
と

え
ば
リ
ュ
ー
ト
・
果
物
・
人
物
な
ど
は
、
意
味
さ
れ
る
も
の
と
の
照
合
―
つ
ま
り

そ
れ
ら
モ
ノ
た
ち
の
理
想
的
真
実
と
の
照
合
―
に
回
さ
れ
、
照
合
に
パ
ス
し
た
真

実
が
、
形
式
的
手
段
で
あ
る
タ
ル
シ
ア
の
認
識
す
る
真
実
と
な
る
。
樹
木
の
記
号

と
実
物
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
意
図
ど
お
り
の
内
容
が
新
し
く
生
ま
れ
る
。
原
画

へ
の
「
回リ
ト
ル
ノ帰

」
は
タ
ル
シ
ア
作
家
か
ら
す
れ
ば
他
律
的
前
提
で
あ
り
制
約
で
あ
る

が
、
一
旦
決
ま
っ
た
手
順
と
し
て
は
自
律
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
歴
史
的
・
個
人
的

意
味
を
刻
印
し
た
抽
象
な
い
し
様
式
素
因
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
タ
ル
シ
ア
の
表
現

語
法
が
こ
の
抽
象
へ
の
回
帰
を
方
法
と
し
て
忠
実
に
取
り
入
れ
る
と
、
制
作
の
進

展
す
る
に
つ
れ
て
次
第
に
タ
ル
シ
ア
と
し
て
の
豊
か
な
表
現
力
が
自
覚
さ
れ
は
じ

め
る
。
木
画
面
に
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
現
れ
る
の
は
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
や
モ
ザ

イ
ク
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
り
、
色
ガ
ラ
ス
上
あ
る
い
は
組
み
合
わ
さ
れ
た
大
理

石
片
の
上
に
原
画
の
様
式
構
造
が
明
瞭
に
表
れ
る
。

ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ン
ギ
は
タ
ル
シ
ア
を
「
驚
く
べ
き
技
」
だ
と
明
言
す
る
。
た
と

え
タ
ル
シ
ア
作
家
が
「
本
来
絵
画
的
で
あ
る
タ
ル
シ
ア
の
作
り
手
で
は
あ
れ
、
も

と
よ
り
画
家
の
も
の
で
あ
る
創
イ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
ィ
オ
ー
ネ

意
を
単
に
製
作
に
移
す
非
常
に
器
用
な
職
人

に
す
ぎ
な
い
」
と
は
い
う
も
の
の）

16
（

。
こ
の
器
用
な
作
業
は
タ
ル
シ
ア
の
制
作
工
程

に
割
っ
て
入
る
が
ゆ
え
に
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
確
テ
ス
テ
ィ
モ
ニ
ア
ン
ツ
ァ

認
作
業
の

た
め
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
覚
的
に
行
わ
れ
れ
ば
行
わ
れ
る
ほ
ど
、
そ
し
て
そ
の

結
果
、
下
カ
ル
ト
ー
ネ絵
の
様
式
に
忠
実
で
な
く
な
れ
ば
な
く
な
る
ほ
ど
、
下
絵
の
様
式
は
重

み
と
説
得
力
を
増
す
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
本
来
の
詩
法
か
ら
遠
ざ

か
り
再
リ
プ
ロ
ド
ゥ
ツ
ィ
オ
ー
ネ

現
が
勝
る
と
、
表
現
語
法
の
障
害
と
な
る
。
確
か
に
、
ク
リ
ス
ト
ー

フ
ォ
ロ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
の
タ
ル
シ
ア
と
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
カ
の
場
合
に
見
る
以
上
に
、
カ
ポ
フ
ェ
ッ
リ
の
タ
ル
シ
ア
の
下
絵
は
ハ
イ
ラ
イ

ト
に
至
る
ま
で
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ロ
ッ
ト
の
原
画
に
よ
く
一
致
す
る
﹇「
キ
ア
ロ
ス
ク
ー

ロ
」
と
呼
ば
れ
た
ロ
ッ
ト
の
原
画
を
カ
ポ
フ
ェ
ッ
リ
は
忠
実
に
タ
ル
シ
ア
に
移
し
た
﹈。

タ
ル
シ
ア
作
家
が
原
カ
ル
ト
ー
ネ画
を
デ
フ
ォ
ル
メ
す
る
さ
い
―
「
他
の
」
絵
﹇
こ
こ
で
は

画
家
の
提
供
す
る
原
画
で
は
な
く
タ
ル
シ
ア
作
家
自
身
の
絵
﹈
で
試
み
る
場
合
で
あ
っ

て
も
―
原
画
の
特
徴
を
露
呈
す
る
。
デ
・
バ
ル
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
（
パ
リ
）
の
ク

リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
の
絵
画
「
パ
ド
ヴ
ァ
の
聖
ア
ン
ト
ニ

ウ
ス
」（
図
22
）
の
な
か
に
「
タ
ル
シ
ア
へ
の
翻
訳
の
た
め
の
明
と
暗
の
関
係
は

す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
絵
は
見
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い）

17
（

」。
し
か
し

こ
の
絵
の
芸
術
的
レ
ベ
ル
の
低
さ
は
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
原
カ
ル
ト
ー
ネ画

が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
こ
で
ク
リ
ス
ト
ー

フ
ォ
ロ
は
絵
画
的
タ
ル
シ
ア
の
方
法
を
絵
画
に
移
し
替
え
た
の
で
は
な
く
、
絵
画

的
タ
ル
シ
ア
の
意
味
を
本
来
の
意
味
で
の
様
式
変
換
を
も
っ
て
絵
画
に
翻
訳
し
、
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そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
絵
を
意
味
あ
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
は
こ
の
描
画
体
験
―
あ
る
意
味
で
彼
の
絵
は
失
敗
で
あ
る
か

少
な
く
と
も
で
き
が
よ
く
な
い
―
か
ら
タ
ル
シ
ア
に
ふ
さ
わ
し
い
本
来
の
形
へ
と

戻
る
こ
と
が
で
き
た
だ
ろ
う
。

バ
ッ
チ
ョ
・
ポ
ン
テ
ッ
リ
﹇
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
タ
ル
シ
ア
作
家
﹈
の
ウ
ル
ビ
ー
ノ

の
タ
ル
シ
ア
「
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
」（
図
23
）
と
「
ア
ポ
ロ
ン
」﹇
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ド
ゥ
カ
ー

レ
「
天
使
の
間
」
扉
﹈
で
は
、
確
か
に
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
「
描
線
の
鑑
か
が
み

」）
18
（

に
見
る

抑
揚
と
リ
ズ
ム
を
響
か
せ
て
は
い
る
が
、
そ
の
剛
胆
な
表
現
力
は
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ

リ
の
メ
ロ
デ
ィ
ア
ス
な
描
線
を
、
人
体
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
内
部
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム

―
万
華
鏡
を
覗
く
か
の
よ
う
に
空
間
を
内
視
す
る
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
―
に
移
調
す

る
。
木
端
の
よ
う
に
尖
っ
た
大
小
の
平
ら
な
ピ
ー
ス
を
散
開
し
凝
集
さ
せ
て
タ
ル

シ
ア
は
組
み
立
て
ら
れ
る
。
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
風
の
人
体
は
、
光
の
刃
と
透
視
画

の
虚
空
間
―
想
念
の
な
か
の
樹
幹
に
記
さ
れ
た
―
の
間
で
多
視
点
が
と
ら
え
た
プ

リ
ズ
ム
分
光
を
思
わ
せ
る
非
現
実
的
な
切
子
面
を
、
身
に
ま
と
う
。
こ
こ
に
認
め

ら
れ
る
の
は
、
技
法
の
自
律
性
と
植
物
素
材
の
雄
弁
と
を
あ
わ
せ
も
つ
様
式
の
獲

得
で
あ
る
。「
想
定
さ
れ
る
最
初
の
絵
﹇
原
画
﹈
と
作
業
途
上
の
翻
案
と
の
関
係
を
、

そ
の
都
度
正
し
く
判
断
す
る
た
め
の
認
識
力）

19
（

」
へ
の
招
き
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は

ま
こ
と
に
理
に
か
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
自
体
繰
り
返
し
の
き
か
な
い
芸
術
行
為
、
す
な
わ
ち
抽
象
的
に
推
論
す
る

こ
と
が
可
能
な
一
般
原
理
に
あ
る
程
度
ま
で
こ
た
え
る
べ
き
制
作
課
題
を
正
面
か

ら
受
け
止
め
て
、
同
時
代
の
造
形
文
化
に
合
流
し
た
タ
ル
シ
ア
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ

絵
画
の
な
か
に
い
く
ら
か
影
響
を
与
え
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
を
示
し
た
。
一
例

を
引
く
な
ら
、
十
六
世
紀
の
十
〜
二
十
年
代
に
ク
レ
モ
ナ
で
活
動
し
た
ブ
ラ
マ
ン

テ
風
の
逸
名
画
家
の
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
に
お
け
る
最
初

の
タ
ル
シ
ア
が
果
た
し
た
レ
ト
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
出
来

事
で
あ
り
、
形
と
色
を
総
合
す
る
と
い
う
透
視
画
﹇
タ
ル
シ
ア
﹈
の
意
義
が
、
間

接
的
に
ク
レ
モ
ナ
派
絵
画
の
伝
統
に
移
植
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
樹
種
の
選
定
と
使
用
法
は
確
か
に
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄

弟
に
由
来
す
る
が
、
内
容
の
テ
ー
マ
と
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
両
面
か
ら
見
て
、
マ

ン
ト
ヴ
ァ
の
マ
エ
ス
ト
ロ
﹇
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
﹈
が
注
目
す
る
の
は
、
も
は
や
ピ
エ

ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
と
の
共
同
に
よ
る
高
度
な
芸
術
活
動
に
確
固
と
邁

進
し
て
い
た
頃
の
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
絵
画
で
は
な
い
。
一
四
七
七
年

﹇
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
制
作
開
始
年
﹈
の
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
は
「
ま

さ
し
く
一
四
五
〇
年
の
様
式
﹇
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
影
響
の
下
で
ク

リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
が
制
作
し
た
サ
ン
・
プ
ロ
ス
ペ
ロ
教
会
コ
ー
ロ
﹈
か
ら
逸
脱
し
て
お
ら

ず
、
そ
の
創
造
力
は
当
時
の
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
に
こ
そ
似
つ
か

わ
し
い
」。
他
方
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
「
思
う
に
、
い
く
ぶ
ん
モ
ダ
ン
な
フ
ラ
ン
チ
ェ

ス
コ
・
デ
ル
・
コ
ッ
サ
に
共
鳴
し
て
い
る）

20
（

」。
近
く
の
街
々
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た

絵
画
様
式
を
反
映
し
た
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
下
カ
ル
ト
ー
ネ絵
の
内
容
―
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
に
と
っ

て
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
レ
ー
ラ
﹇
タ
ル
シ
ア
の
原
画
を
担
当
し
た
建
築
家
﹈
と

の
出
会
い
は
タ
ル
シ
ア
の
下
絵
と
は
何
で
あ
る
か
を
自
覚
す
る
よ
い
機
会
と
な
っ

て
い
た
―
が
中
部
イ
タ
リ
ア
よ
り
は
北
イ
タ
リ
ア
の
絵
画
動
向
に
共
鳴
す
る
ひ
と

つ
の
「
絵
画
」
に
翻
訳
さ
れ
る
。

北
イ
タ
リ
ア
の
絵
画
へ
方
向
転
換
は
、
細
や
か
に
切
り
分
け
た
ピ
ー
ス
に
は
っ

き
り
と
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア
は
、
壁
画

風
に
ピ
ー
ス
を
鷹
揚
に
用
い
て
嵌
入
し
あ
る
い
は
寄
せ
る
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ

兄
弟
の
闊
達
な
画
面
づ
く
り
に
、
取
っ
て
代
わ
る
。
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
は
樹
種
の
特

性
を
よ
く
吟
味
し
た
上
で
ピ
ー
ス
を
小
さ
く
切
り
分
け
、
光
と
色
の
連
続
的
諧
調
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を
整
え
、
そ
れ
を
途
切
れ
な
く
画
面
上
に
あ
ら
わ
す
た
め
に
、
ピ
ー
ス
間
の
継
ぎ

目
を
目
立
た
せ
な
い
。
調
子
の
変
化
は
繊
細
す
ぎ
ず
お
お
ら
か
な
色
面
に
よ
く
表

れ
て
い
る
。
そ
こ
に
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
フ
ォ
ッ
パ
の
ル
ミ
ニ
ズ
モ
﹇
明
暗
の

対
比
を
強
調
す
る
表
現
﹈
か
ら
の
影
響
が
多
少
は
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
木
質
の
寒
色

と
暖
色
の
抑
揚
か
ら
得
ら
れ
た
同
様
の
効
果
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ヴ
ェ
ネ
ト
の

諧ト
ナ
リ
タ調

の
絵
画
に
結
び
つ
く
。

フ
ォ
ッ
パ
を
想
起
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
ピ
ー
ス
の
き
ら
め
き
は
、
色
調
の
偶
然

的
対
照
を
見
せ
る
た
め
に
、
調
子
を
は
ず
し
て
い
る
。「
ソ
ル
デ
ッ
ロ
広
場
」（
図

15
）
の
右
奥
の
舗
道
と
小
さ
な
家
屋
と
が
発
す
る
強
い
光
が
あ
り
、
同
じ
場
面
の

パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ド
ゥ
カ
ー
レ
﹇
画
面
右
﹈
の
平
滑
な
褐
色
の
半
調
子
、
あ
る
い
は

「
牢
獄
」（
図
14
）
の
中
の
牢
獄
と
背
あ
わ
せ
の
ポ
ル
テ
ィ
コ
の
正
面
の
輝
き
―

こ
れ
は
対
面
す
る
ド
ヴ
ァ
ー
ラ
家
の
家
屋
の
舗
道
に
も
う
一
度
あ
ら
わ
れ
る
―
が

あ
る
。
あ
る
い
は「
静
物
」の
モ
ノ
た
ち
の
豊
か
な
照
り
返
し
。
半
身
像﹇
の
肌
﹈（
図

5
、
6
、
7
）
は
木
の
輝
き
が
融
け
た
金
属
の
よ
う
に
流
れ
出
し
、
明
暗
の
統
一

は
ピ
ー
ス
に
炎
を
当
て
て
焦
が
す
技
法
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
玄
関
や
窓
の
開
口

部
や
軒
の
排
水
口
な
ど
の
幾
何
学
図
形
の
陰
影
が
、
光
に
対
置
さ
れ
る
。「
建
設

中
の
建
物
」（
図
9
）
に
見
る
ポ
リ
ク
ロ
ー
ム
の
ブ
ロ
ッ
ク
、「
牢
獄
」
と
正
面
の

家
屋
の
間
に
は
さ
ま
っ
た
舗
道
（
図
14
）、そ
し
て
「
イ
サ
ク
の
犠
牲
の
あ
る
風
景
」

（
図
10
）
の
山
並
み
―
こ
れ
ら
の
部
分
の
色
の
濃
さ
の
違
い
は
、
木
の
木
理
や
繊

維
や
こ
ぶ
の
入
り
混
じ
っ
た
木
質
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

カ
バ
、
カ
エ
デ
、
西
洋
ス
モ
モ
の
ピ
ー
ス
は
、
明
る
く
つ
や
や
か
な
色
彩
を
平

滑
に
見
せ
、
家
屋
の
正
面
、
舗
装
面
そ
し
て
空
に
使
わ
れ
、
空
間
表
現
の
標
準
に

な
っ
て
い
る
。
実
物
か
と
見
違
え
る
ほ
ど
の
対
象
の
質
感
は
、
果
物
、「
大
天
使

ガ
ブ
リ
エ
ル
」（
図
6
）
の
ユ
リ
の
花
び
ら
と
大
天
使
の
巻
き
毛
、
工
芸
品
―
た

と
え
ば
ガ
ラ
ス
瓶
（
図
4
）、
果
物
鉢
（
図
11
）、
書
物
（
図
4
）、
カ
ン
ナ
（
図

8
）、
ふ
く
ら
ん
だ
リ
ュ
ー
ト
の
胴
―
の
表
面
の
つ
や
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
。

俯
瞰
さ
れ
た
下
段
の
景
観
図
（
図
14
、
15
）
で
は
、
丈
の
高
い
建
物
の
背
後
に
斜

め
に
落
ち
る
広
い
空
が
広
が
る
。
中
段
の
街
景
図
（
図
9
、
12
、
13
）
で
は
、
時

は
高
く
普
段
の
光
に
満
ち
、
地
平
線
は
高
く
な
い
。
上
段
の
「
エ
ル
ベ
広
場
」

（
図
3
）
に
は
舗
装
面
に
平
行
す
る
か
に
見
え
る
天
地
逆
さ
ま
の
空
が
あ
る
。「
風

景
」
の
仰
角
表
現
は
さ
え
ぎ
る
も
の
の
な
い
空
間
の
な
か
の
丘
の
稜
線
を
な
だ
ら

か
に
す
る
。
そ
し
て
「
ト
ロ
ン
プ
＝
ル
イ
ユ
」
の
迫
真
の
表
現
は
、
光
と
影
を
も

ち
い
て
、
疑
似
扉
を
、
観
客
側
の
現
実
空
間
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か

と
思
い
こ
ま
せ
る
、
虚
構
と
現
実
の
接
点
に
仕
立
て
る
。

透
視
画
法
的
投
影
の
仕
組
み
に
は
、
イ
タ
リ
ア
の
タ
ル
シ
ア
に
も
一
部
及
ん
で

い
た
フ
ラ
ン
ド
ル
派
絵
画
の
効
果
に
似
た
、
レ
ン
ズ
の
よ
う
に
モ
ノ
た
ち
を
引
き

寄
せ
る
効
果
が
あ
る
。
最
初
に
用
意
さ
れ
た
木
素
材
と
作
品
の
フ
ォ
ル
ム
は
ぴ
っ

た
り
一
致
す
る
か
ら
、
木
に
も
と
づ
く
自
然
絵
画
の
現
象
学
が
可
能
に
な
る
。
偶

然
に
生
じ
た
木
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
情
が
ま
ず
品
定
め
さ
れ
て
フ
ォ
ル
ム
が
決
ま

り
、
フ
ォ
ル
ム
に
よ
っ
て
木
は
合
理
的
に
統
制
さ
れ
る
。「
リ
ュ
ー
ト
と
果
物
鉢
」

（
図
11
）
で
は
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
開
口
部
に
お
い
て
リ
ュ
ー
ト
の
指
板
と
響
板
と

を
二
分
す
る
淡
い
陰
影
は
、
透
視
画
的
に
奥
に
後
退
す
る
面
を
つ
く
る
カ
エ
デ
材

―
そ
の
前
半
分
よ
り
も
後
ろ
半
分
の
方
が
年
輪
が
密
で
あ
る
―
へ
の
現
実
の
光
の

入
射
角
度
が
変
化
す
る
と
、
霧
消
す
る
。
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
扉
を
半
開
き
の
状
態

に
す
る
と
、
現
実
の
光
は
画
面
奥
の
﹇
黒
い
ナ
ラ
材
の
﹈
平
行
す
る
繊
維
束
に
水

平
に
照
ら
す
の
で
、
そ
の
輝
き
が
増
す
。
そ
し
て
陰
影
の
な
か
に
あ
っ
た
カ
エ
デ

材
﹇
リ
ュ
ー
ト
の
響
板
の
部
分
﹈
は
、画
面
前
面
の
空
間
効
果
に
よ
っ
て
こ
ち
ら
﹇
観

客
側
﹈
へ
と
伸
長
す
る
疑
似
空
間
に
入
る
こ
と
に
な
る
。「
そ
の
結
果
」
カ
エ
デ
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材
は
こ
の
疑
似
空
間
の
そ
れ
と
同
じ
光
と
調
子
を
得
る
。
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
扉
を

閉
め
た
状
態
に
戻
す
と
、
外
か
ら
照
ら
す
現
実
の
光
は
カ
エ
デ
材
の
二
枚
の
ピ
ー

ス
﹇
指
板
と
響
板
の
部
分
﹈
の
継
ぎ
目
の
線
の
向
こ
う
側
で
少
々
弱
ま
っ
て
く
る
。

す
る
と
陰
影
の
な
か
の
半
調
子
は
も
う
一
度
響
板
に
戻
さ
れ
る
。
ア
ル
マ
デ
ィ

オ
を
開
閉
す
る
た
び
に
、
色
が
「
動
く
」。
パ
ド
ヴ
ァ
の
コ
ー
ロ
に
つ
い
て
ゴ
ン

ザ
ー
テ
ィ
は
「
そ
れ
を
見
た
人
び
と
の
視
点
に
応
じ
て
、
玉
虫
色
の
衣
が
動
く
」

と
書
い
て
い
た）

21
（

。

こ
れ
と
同
じ
芸
術
的
直
観
が
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
『
絵
画
論
』
で
は
自
然
の
認

識
と
し
て
説
明
さ
れ
る
。「
驚
く
べ
き
物
作
り
で
あ
る
自
然
は
、
美
し
い
物
体
に

表ス
ペ
ル
フ
ィ
ー
チ
ェ

面
を
つ
く
っ
て
い
る
」。
ま
た
自
然
は
「
ま
る
で
と
て
も
小
さ
な
雫
し
ず
く

の
よ
う

に
」
色
を
変
え
る
。「
な
ぜ
な
ら
、
見
る
位
置
を
変
え
る
と
、
も
の
は
大
き
く
見

え
た
り
違
っ
た
色
に
見
え
る
か
ら）

22
（

」。
こ
の
よ
う
な
色
の
動
き
は
、
リ
ュ
ー
ト
の

場
合
、
実
際
に
扉
を
開
け
閉
め
し
て
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
特
異
な
職
技
の
秘

密
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
木
自
体
に
共
通
す
る
本
来
の
組

成
、
す
な
わ
ち
、
線
維
状
や
多
孔
性
に
よ
っ
て
、
ま
た
木
質
表
面
の
絹
の
よ
う
な

質
感
に
よ
っ
て
光
が
変
化
す
る
、
木
そ
の
も
の
の
組
成
に
由
来
す
る
。
同
様
の
印

象
は
、
七
宝
、
施
釉
陶
器
、
金
銀
細
工
、
モ
ザ
イ
ク
、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
あ
る
。

表
現
の
可
能
性
を
秘
め
た
透
視
画
法
の
構
造
が
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
を
生

ん
だ
第
一
原
因
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
新
し
い
美
術
は
、
使
わ
れ
る
素
材
と
技

法
が
形
式
そ
の
も
の
を
規
制
す
る
、
あ
の
表
現
形
式
の
直
近
に
位
置
す
る
と
言
え

る
。
す
な
わ
ち
、「
マ
イ
ナ
ー
・
ア
ー
ト
」
が
ゴ
シ
ッ
ク
絵
画
と
い
う
る
つ
ぼ
に

蓄
積
し
た
貴
重
な
湯
溜
ま
り
を
温
存
す
る
一
方
で
「
メ
ジ
ャ
ー
・
ア
ー
ト
」
が
依

然
と
し
て
そ
こ
か
ら
鉱
物
質
の
ク
ロ
マ
テ
ィ
ズ
モ
﹇
色
彩
相
互
の
諧
調
よ
り
も
個
別

の
色
価
を
重
視
す
る
彩
色
法
﹈
の
貴
族
趣
味
を
引
き
出
し
て
い
る
あ
の
時
代
の
直
近

に
。
ド
ナ
テ
ッ
ロ
は
ネ
オ
・
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
モ
ザ
イ
ク
の
モ
チ
ー
フ
と
ロ
マ
ネ

ス
ク
の
大
理
石
象
嵌
を
ブ
ロ
ン
ズ
と
金
に
結
び
つ
け
て
い
た
。
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ

は
﹇
自
身
が
画
中
に
描
く
﹈
彫
刻
と
中
世
の
純
粋
な
色
彩
と
を
同
一
に
扱
っ
て
い
た
。

ロ
ン
ギ
は
い
う
。「
ど
の
画
家
も
石
、
貴
金
属
、
あ
る
い
は
低
純
度
の
合
金
に
想

を
得
た
。
コ
ズ
メ
・
ト
ゥ
ー
ラ
は
金
と
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・

デ
ル
・
コ
ッ
サ
と
ヴ
ィ
ヴ
ァ
リ
ー
ニ
は
堅ピ
エ
ト
ラ
・
ド
ゥ
ー
ラ

固
な
石
に
、
カ
ル
ロ
・
ク
リ
ヴ
ェ
ッ
リ

は
安
物
の
合
金
に
、
そ
し
て
ス
キ
ァ
ヴ
ォ
ー
ネ
や
パ
レ
ン
ツ
ァ
ー
ノ
・
ダ
・
パ

ヴ
ィ
ー
ア
の
よ
う
な
マ
イ
ナ
ー
な
画
家
は
錫
に
も
想
を
得
て
い
た）

23
（

」。
ベ
ル
ベ
ッ

ロ
・
ダ
・
パ
ヴ
ィ
ー
ア
は
七
宝
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
色
を
目
立
た
せ
て
荒
々
し
く

調
子
を
破
り
、
そ
の
足
跡
を
パ
ド
ヴ
ァ
と
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
に
残
し
た
。
ク
ロ
マ

チ
ッ
ク
な
輝
く
色
彩
の
「
過
剰
」
様
式
は
宮
廷
工
芸
と
民
衆
工
芸
の
双
方
に
見
ら

れ
る
特
徴
で
あ
り
―
そ
こ
で
は
手
段
﹇
素
材
と
技
法
﹈
が
工
芸
固
有
の
芸
術
性
を

は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
し
て
い
る
―
ゴ
シ
ッ
ク
の
遺
物
で
あ
る
珍
品
や
豪
華
素
材
の

使
用
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
タ
ル
シ
ア
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
木
材
は
ル
ネ

サ
ン
ス
の
色
彩
の
新
し
い
成
果
を
生
む
に
至
っ
た
。

し
か
し
諸
芸
術
の
相
互
関
係
が
広
が
る
に
及
ん
で
も
な
お
、
遊
び
を
試
み
る
芸

術
家
が
個
別
に
い
る
。
サ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
オ
教
会
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
金
象
嵌

﹇
マ
マ
﹈
を
ほ
ど
こ
し
た
ブ
ロ
ン
ズ
製
祭
壇
は
、
北
イ
タ
リ
ア
の
タ
ル
シ
ア
作
家

た
ち
の
間
で
巨
大
な
「
彫シ
ャ
ン
プ
ル
ヴ
ェ

金
七
宝
」
と
受
け
と
め
ら
れ
、
そ
れ
は
ピ
エ
ロ
・
デ

ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
教
え
を
補
う
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
状
況
に
あ
っ
て
も
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
祭
壇
は
北
イ
タ
リ
ア
の
絵
画
に
た
だ
ち
に

反
応
を
引
き
起
こ
し
た
。
ニ
ッ
コ
ロ
・
ピ
ッ
ツ
ォ
ロ
は
オ
ヴ
ェ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
の

ア
プ
ス
の
壁
画
に
、
多
く
の
物
を
室
内
空
間
に
配
し
た
メ
タ
リ
ッ
ク
な
「
教
会
の

四
教
父
」
を
フ
レ
ス
コ
で
描
い
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
に
タ
ル
シ
ア
風
の
イ
ラ
ス
ト
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レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
（
事
実
、
か
つ
て
こ
の
壁
画
は
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
レ
ン

デ
ィ
ナ
ー
ラ
の
作
と
さ
れ
、
今
で
も
ク
イ
ン
タ
ヴ
ァ
レ
は
ロ
レ
ン
ツ
ォ
に
帰
し
て

い
る）

24
（

。
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
は
壁
画
「
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ロ
ス
の
殉
教
と
そ
の
遺
骸
の

運
搬
」
の
な
か
で
、
事
の
成
り
行
き
を
見
守
る
人
び
と
を
家
の
窓
の
均
一
な
黒
地

か
ら
浮
き
彫
り
風
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
ウ
フ
ィ
ツ
ィ
美
術
館
の
「
割
礼
」
で
は

リ
ュ
ネ
ッ
ト
の
単
色
画
に
金
を
ほ
ど
こ
し
、
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
壁
画
で
は
廷
臣
た
ち

の
場
面
装
飾
に
ブ
ル
ネ
レ
ス
キ
＝
ド
ナ
テ
ッ
ロ
風
の
大
理
石
象
嵌
の
モ
チ
ー
フ
を

取
り
入
れ
て
い
た
。

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
右
棹
の
ゴ
シ
ッ
ク
的
典
礼
の
名
残
り
を
示
す
「
大
天
使
ガ
ブ

リ
エ
ル
」（
図
6
）
と
「
聖
母
」（
図
7
）
の
両
像
は
、
左
棹
の
ゴ
シ
ッ
ク
文
化
と

の
淡
い
関
係
を
断
っ
た
「
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
」（
図
5
）
ら
の
二
聖
人
﹇
聖
ヒ
エ
ロ

ニ
ム
ス
の
み
現
存
﹈
と
対
照
的
な
対
を
な
し
て
い
た
に
違
い
な
く
、
街
景
の
画
面

に
認
め
ら
れ
る
中
世
的
景
観
と
ル
ネ
サ
ン
ス
的
景
観
の
対
照
的
相
違
に
呼
応
し
て

い
る
。
現
存
す
る
三
人
の
半
身
像
に
結
実
し
た
形
式
の
理
想
は
、
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の

ス
テ
ィ
ア
ッ
チ
ャ
ー
ト
﹇
極
薄
の
浮
き
彫
り
﹈
を
加
味
し
た
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
風
と
、

や
や
優
勢
な
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
風
と
の
間
で
揺
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
プ
ラ
ー

テ
ィ
ナ
は
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
の
彫
刻
的
表
現
に
近
い
印
象
を
、
質
感
の
な
め
ら
か
な

ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
―
視
覚
的
に
し
っ
か
り
と
し
た
手
ご
た
え
が
あ
り
、
し
か
も
表
面

の
な
め
ら
か
な
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
―
を
も
っ
て
つ
く
り
出
す
。
タ
ル
シ
ア
は
「
そ
れ

固
有
の
表
現
の
場
カ
ン
ポ
と
絵
画
・
浮
き
彫
り
の
場
と
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
す
る）

25
（

」。
こ

の
よ
う
な
タ
ル
シ
ア
が
開
く
可
能
性
は
、
材
を
焦
が
し
て
ふ
っ
く
ら
と
し
た
凹
凸

を
出
さ
な
い
部
分
で
は
、
緻
密
、
平
滑
で
乱
れ
の
な
い
材
が
つ
く
る
画
面
―
そ
こ

で
は
植
物
素
材
は
あ
か
ら
さ
ま
に
光
＝
色
を
あ
ら
わ
す
―
に
よ
っ
て
表
現
の
解
答

を
得
た
の
だ
。

正
確
な
仰
角
描
法
に
よ
っ
て
、
端
正
な
頭
部
の
丸
み
、
ふ
く
よ
か
な
手
先
、
平

ら
な
頭
光
の
デ
ィ
ス
ク
、
枢
機
卿
帽
の
ふ
く
ら
み
の
あ
る
つ
ば
、
画
面
の
框
に
も

た
せ
か
け
た
硬
い
書
物
の
表
紙
が
、
色
彩
本
位
に
表
現
さ
れ
る
。
三
人
の
聖
人
像

で
は
、
寄
せ
合
わ
せ
る
ピ
ー
ス
を
小
さ
く
し
て
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
強
い
色
調
を
和

ら
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
絵
画
的
な
色
調
を
確
か
に
し
て
い
る
。
受
胎
告
知
の
「
聖

母
」
で
は
、
多
用
さ
れ
る
ポ
プ
ラ
材
の
色
の
パ
レ
ッ
ト
か
ら
選
ん
で
さ
ま
ざ
ま
な

諧
調
を
得
て
い
る
。
聖
母
の
顔
・
頭
巾
・
マ
ン
ト
の
中
央
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
一

枚
の
ピ
ー
ス
と
し
て
象
嵌
さ
れ
、
ゆ
る
や
か
に
波
打
つ
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
ピ
ー

ス
同
士
を
合
わ
せ
て
フ
ォ
ル
ム
を
組
み
立
て
、
彫
り
の
浅
い
平
面
に
赤
味
を
添
え

る
。
両
手
先
に
は
、硬
く
し
か
し
緻
密
で
つ
や
の
あ
る
白
い
ク
ル
ミ
材
を
用
い
て
、

顔
の
肉
づ
き
に
近
づ
け
て
い
る
。
頭
巾
の
内
側
の
陰
影
部
と
着
衣
の
襞
の
う
ね
り

に
は
、
背
景
の
黒
い
ナ
ラ
材
と
の
調
和
を
は
か
っ
て
木
理
の
荒
い
ト
ル
コ
オ
ー
ク

を
用
い
て
い
る
。「
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
」
で
は
、
顔
が
陰
影
に
入
っ
て
暗
い
が
、

光
が
十
分
当
た
っ
た
表
現
で
あ
っ
た
な
ら
、
同
じ
ポ
プ
ラ
材
を
使
っ
た
輝
く
ユ
リ

の
花
び
ら
、
両
肩
の
羽
毛
、
絹
の
チ
ュ
ニ
ッ
ク
、
縮
れ
た
巻
き
毛
と
同
じ
明
る
い

色
調
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
両
手
先
・
翼
・
袖
の
布
地
に
は
明
暗
の
異
な
る
ク
ル

ミ
を
用
い
て
い
る
。「
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
」（
図
5
）
の
骨
ば
っ
た
顔
に
は
ク
ル
ミ

の
辺
材
が
、
帽
子
と
ネ
ッ
チ
ー
フ
﹇
左
右
に
分
離
し
た
肩
衣
﹈
お
よ
び
両
肩
の
ア
ー

ミ
ン
革
に
は
心
材
が
、
聖
書
の
表
紙
と
紙
葉
に
は
再
度
ポ
プ
ラ
が
使
わ
れ
る
。
こ

の
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
そ
れ（
図

21
）
と
比
較
す
る
と
、
こ
の
バ
リ
ア
ン
ト
で
は
頭
光
が
縦
に
返
さ
れ
、
そ
の
結
果

空
間
が
浅
く
な
り
、
半
身
像
は
画
面
の
前
面
ま
で
引
き
寄
せ
ら
れ
、
ス
テ
ィ
ア
ッ

チ
ャ
ー
ト
を
思
わ
せ
る
表
現
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
垂
下
す
る
長
い
髭
が
ヒ
エ
ロ

ニ
ム
ス
の
顔
を
囲
み
、
骨
ば
っ
た
相
貌
の
く
ぼ
み
ま
で
も
明
暗
法
で
自
然
主
義
的
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に
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
ピ
エ

ロ
・
デ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
風
の
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
像
に
お
い
て
は
、
繁
き
髭
は
、

引
き
締
ま
っ
て
張
り
の
あ
る
顔
の
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
と
一
体
化
し
、
背
地
の
ナ
ラ
材

の
黒
は
聖
書
の
天
の
部
分
の
黒
と
濃
度
を
釣
り
あ
わ
せ
、
ネ
ッ
チ
ー
フ
に
覆
わ
れ

た
両
肩
に
じ
か
に
迫
る
。
し
か
る
に
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
に
お
い
て
は
、
な
め
ら
か
に

移
行
す
る
調
和
の
と
れ
た
色
彩
が
、
古
い
タ
ル
シ
ア
の
色
彩
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
を

捨
て
る
に
至
っ
た
。
つ
や
の
あ
る
背
地
の
波
打
つ
マ
チ
エ
ー
ル
は
も
は
や
聖
人
像

の
﹇
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
の
﹈
内
側
と
は
特
別
な
関
係
を
も
た
ず
、
ブ
ロ
ン
ズ
の
浅
浮
き

彫
り
の
薄
板
の
よ
う
に
、
空
間
を
圧
縮
し
た
聖
像
表
現
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム

を
下
支
え
す
る
。

芸
術
的
な
自
律
性
を
た
も
ち
つ
つ
他
律
的
で
も
あ
る
タ
ル
シ
ア
に
つ
い
て
、

シ
ャ
ス
テ
ル
が
「
こ
の
新
し
い
技
法
は
、
当
時
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
芸
術
が
交
差

し
集
中
す
る
中
心
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に）

26
（

、
タ
ル
シ
ア
は
工
芸

に
も
絵
画
に
も
関
係
を
保
ち
、
両
者
の
間
に
は
っ
き
り
し
た
線
引
き
を
せ
ず
、
絵

画
と
の
関
係
・
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
・
自
己
に
課
せ
ら
れ
た
制
約
を
、

保
持
す
る
。
技
法
と
表
現
語
法
・
工
芸
と
美
術
・
様
式
と
手
段
と
い
っ
た
さ
ま
ざ

ま
な
レ
ベ
ル
の
相
補
関
係
が
存
在
す
る
。技
法
が
表
現
形
式
の
成
果
を
予
見
せ
ず
、

様
式
の
詩
法
が
技
法
に
伴
わ
な
け
れ
ば
、
素
材
の
「
無
視
」
が
芸
術
た
る
こ
と
の

証
で
あ
る
。
し
か
し
実
用
の
家
具
装
飾
で
あ
る
タ
ル
シ
ア
の
機
能
の
厳
し
い
制
約

の
も
と
で
も
、
完
成
度
な
り
仕
上
げ
の
よ
さ
に
お
け
る
技
法
と
様
式
の
契
機
は
お

互
い
に
補
い
あ
う
関
係
に
あ
り
、
い
わ
ば
工
芸
と
し
て
の
外
見
は
特
に
細
部
の
装

飾
に
お
い
て
顕
著
な
役
割
を
は
た
す
。

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
前
面
の
絵
画
的
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
は
装
飾
帯
を
抜
き
に
考
え
ら

れ
な
い
。
扉
の
画
面
に
添
え
ら
れ
た
装
飾
帯
は
軸
測
投
影
図
法
で
あ
ら
わ
さ
れ
た

モ
チ
ー
フ
―
六
角
柱
・
八
角
柱
（
全
体
、
断
面
、
虚
と
実
）・
六
角
ダ
イ
ス
繋
ぎ
・

ロ
ゼ
ッ
ト
・
ス
パ
イ
ラ
ル
・
軸
巻
き
リ
ボ
ン
・
黒
地
に
星
―
か
ら
な
る
（
図
3
以

下
）（
付
論
Ⅰ
参
照
﹇
翻
訳
次
号
﹈）。
こ
こ
で
は
工
程
は
形
象
と
製
法
の
両
面
か
ら

し
て
量
産
品
の
工
程
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
求
め
る
図
形
が
断
面
に
あ
ら
わ
れ
る

よ
う
細
い
棒
を
た
ば
ね
、
こ
れ
を
ス
ラ
イ
ス
し
て
同
一
の
図
形
を
多
数
つ
く
る
か

ら
で
あ
る
﹇
ア
・
ト
ッ
ポ
と
呼
ば
れ
る
伝
統
的
装
飾
技
法
﹈。
し
か
し
こ
う
し
て
得
ら

れ
た
タ
ル
シ
ア
図
形
に
、
透
視
画
と
し
て
の
見
え
と
図
形
が
そ
の
一
部
を
な
す
ア

ル
マ
デ
ィ
オ
の
全
面
に
当
た
る
光
の
求
め
と
に
応
じ
た
最
小
限
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
が
加
え
ら
れ
、
装
飾
帯
は
構
成
さ
れ
る
。

扉
の
裏
側
に
も
同
じ
技
法
に
よ
る
タ
ル
シ
ア
が
あ
る
（
図
16
）。
そ
の
豊
か
な

幾
何
学
形
態
の
デ
ザ
イ
ン
―
正
三
角
形
・
四
角
形
（
繋
ぎ
と
単
体
）・
組
み
格
子
・

六
角
形
と
八
角
形
（
単
体
と
繋
ぎ
）・
リ
ボ
ン
を
巻
い
た
花
弁
―
が
支
持
板
の
反

り
を
防
止
す
る
裏
張
り
の
役
目
を
果
た
し
、
表
側
の
タ
ル
シ
ア
画
面
に
反
り
の
弊

害
が
及
ぶ
の
を
防
い
で
い
る
と
い
う
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
ら
、
こ
れ
を
知
っ
て

驚
く
こ
と
だ
ろ
う
。
技
法
と
手
技
は
そ
の
確
か
な
存
在
理
由
を
、
ま
さ
に
様
式
を

抽
象
的
に
結
晶
化
す
る
方
法
の
う
ち
に
見
出
す
が
、
し
か
し
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
芸

術
制
作
に
潜
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
パ
オ
ロ
・
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
伝
の
な
か
の
有
名
な
一
節
で
タ
ル
シ
ア

の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
根
拠
と
し
て
、
タ
ル
シ
ア
の
装
飾
的
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
事
例
を

挙
げ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
そ
こ
で
彼
﹇
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
﹈
の
友
人
の
彫
刻

家
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
は
、
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
が
そ
の
た
め
に
時
間
を
費
や
し
た
、
い
ろ
い

ろ
な
角
度
か
ら
透
視
画
法
で
眺
め
た
、
尖
っ
た
突
起
や
で
っ
ぱ
り
の
あ
る
マ
ッ

ツ
ォ
キ
ォ
の
図
や
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
状
の
七
二
面
の
あ
る
球
体
で
、
各
面
に
カ
ン
ナ

屑
を
巻
き
つ
け
た
棒
を
立
て
て
あ
る
も
の
な
ど
の
図
を
指
し
示
さ
れ
た
と
き
、
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「
え
え
、
パ
オ
ロ
、
お
前
さ
ん
の
透
視
画
法
と
い
う
奴
の
お
蔭
で
、
お
前
さ
ん
は

確
か
な
も
の
を
捨
て
て
不
確
か
な
も
の
に
飛
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
も

の
は
コ
ン
メ
ッ
ソ
﹇
タ
ル
シ
ア
﹈
を
や
る
人
以
外
に
は
何
の
役
に
も
た
た
な
い
も

の
さ
。
と
い
う
の
も
、
木
屑
や
、
円
い
螺
旋
状
や
四
角
い
螺
旋
状
な
ど
で
、
壁
を

飾
り
つ
け
て
ゆ
く
の
が
タ
ル
シ
ア
の
職
人
だ
か
ら
な
・
・
・
」
と
何
度
も
繰
返
し

言
っ
た）

27
（

」。

こ
う
し
て
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
タ
ル
シ
ア
の
歴
史
的
起
源
を
再
確
認
し
た
。

﹇
次
号
に
続
く
﹈

註
（［　

］
は
訳
註
）

（
1
） 

木
画
の
技
法
に
つ
い
てC

hristian Scheler, Technik und G
eschichte der Intar-

sia, Leipzig, 1891

が
あ
る
。
同
書
は
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
不
正
確
な
技
法
説
明
を
踏
襲

し
な
い
が
、
タ
ル
シ
ア
の
表
現
方
法
の
考
察
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
。

（
2
） G

iorgio Vasari, Le V
ite de’più eccellenti pittori scultori e architettori, ed. 

C
lub del Libro,vol.I, M

ilano, 1962, p.150. 

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
（
森
田

義
之
ほ
か
監
修
）『
美
術
家
列
伝
』（
二
〇
一
四
〜
、
中
央
公
論
美
術
出
版
）、
第
一

巻
「
絵
画
へ
の
序
論
」
第
三
一
章
（
森
田
義
之
訳
）、
八
九
頁

（
3
） 

I dieci libri D
e L’A

rchitettura di Leon B
attista D

e G
li A

lberti F
iorentino, 

N
uovam

ente da la Latina ne la Volgar Lingua con m
olta diligenza tradotti. 

In V
inegia appresso V

incenzo Vaugris M
D

X
LV

I, libro II, cap.7, p.37.

Venezeia, 1546.

レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（
相
川
浩
訳
）『
建

築
論
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
五
七
年
）、
第
二
書
第
七
章
（
樹
種
の
成
長
状

況
と
材
質
）
五
〇
頁
。

（
4
） B

ernardo G
onzati, La B

asilica di S.A
ntonio di Padova, 1853, Padova, p.71

お
よ
び Le intarsiature dell’antico C

oro della B
asilica di S.A

ntonio di Pa-

dova già deperito nell’incendio del M
D

C
C

X
X

X
X

IX
, Padova, C

rescini, 1829, 

Versione da M
atteo C

olazio, D
e verbi civilitate, Venezia, 1486.

（
5
） 

モ
デ
ナ
大
聖
堂
の
木
製
コ
ー
ロ
の
製
作
に
あ
た
っ
て
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟

が
使
っ
た
木
材
に
関
す
る
史
料
に
つ
き
エ
リ
オ
・
モ
ン
ド
ゥ
ッ
チ
氏
の
教
示
に
感

謝
す
る
。
以
下
、
モ
デ
ナ
大
聖
堂
造
営
局
の
「
管
理
簿
―
収
入
と
支
出Libro di 

A
m

m
inistrazione

―entrata e uscita

―
」（1461-65

）（
司
教
座
聖
堂
参
事
会
ア
ー

カ
イ
ブ
所
蔵
）
を
再
録
す
る
。

　
　

c.12t °

― D
ie V

III del A
gosto 1461

A
di dito L.una m

/per una som
a de buso （da buxus, bosso

） e lignam
o nigro 

ebe m
°lorenco da lendanara 

L.I  s.-　

d.-

一
四
六
一
年
八
月
八
日　

マ
エ
ス
ト
ロ
・
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
の

ツ
ゲ
材
1
リ
ブ
ラ
及
び
黒
材　
　

計
1
リ
ブ
ラ

　
　

c.15t °

― A
 die V

 de setem
bre 1461

A
d la fabrica de san zem

ignan s.dexe m
/per 4 asse de albaro de braca 6 

onze 8 luna a s.Jacom
o sadoleto 

L.-  s.X
  d.-

A
 la dita fabrica per una ase de piopa de ﹇br.6 onze 8 L.- s.III d.-

﹈﹇
元
本
に
よ
っ

て
補
足
﹈

　
　

c.17 t °

― a die X
X

V
III dito 

L.-  s.III  d.-

一
四
六
一
年
九
月
五
日　

サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
﹇
モ
デ
ナ
大
聖
堂
﹈
造
営
局
宛
、

各
6
ブ
ラ
ッ
チ
ャ
8
オ
ン
チ
ャ
﹇
約
4
メ
ー
ト
ル
﹈
の
白
ポ
プ
ラ
の
板
材
4
枚
を
Ｓ
・

ジ
ャ
コ
モ
・
サ
ド
レ
ー
ト
へ　
　

計
10
ソ
ル
ド

同
造
営
局
方
﹇
6
ブ
ラ
ッ
チ
ャ
8
オ
ン
チ
ャ
の
﹈
ポ
プ
ラ
板
材
1
枚　
　

計
3
ソ
ル
ド

　
　

c.17t °

― a die X
X

V
III dito

A
d la fabrica de san zem

ignan s.tredexe d.sie m
/per una andata a spilam

-

berto per com
prare asse de noxe da m

es. vincelao m
angono...

 
L.-  s.X

III  d.V
I

同
二
十
八
日　

サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
造
営
局
宛
、
大
工
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ラ
オ
が
ス

ピ
ラ
ン
ベ
ル
ト
へ
ク
ル
ミ
板
材
買
い
付
け
に
、
8
ソ
ル
ド
、
6
デ
ナ
ー
ロ　
　

計
8

ソ
ル
ド
6
デ
ナ
ー
ロ 

　
　

c.18t °

― die IIII otobre 1461
A

d la fabricha de san zem
ignan per libre V

IIII form
aio de pegora per fare 

cholla

 
L.-    s.-  d.-

E
 adie V

II de otobre L.una s.cinque ave m
°Iacom

o de penelo per 14 peze 
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lignam
e negro 

L.I  s.V
  d.-

一
四
六
一
年
十
月
四
日　

サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
造
営
局
宛
、
膠
を
つ
く
る
た
め

の
羊
の
チ
ー
ズ
9
リ
ブ
ラ　
　

十
月
七
日
、
マ
エ
ス
ト
ロ
・
ジ
ャ
コ
モ
・
デ
・
ペ
ネ
ロ
の
黒
材
14
点　
　

計
1
リ
ブ

ラ
5
ソ
ル
ド　

　
　

a die V
II otobre

A
d la fabricha s.cinque e per lei m

°zem
ignan da ﹇s

﹈ena per una ase bian-
ca per fare tarsie 

L.-  s.V
  d.-    

十
月
七
日
、
造
営
局
宛
、
シ
エ
ナ
の
マ
エ
ス
ト
ロ
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
分
、
タ
ル
シ

ア
制
作
用
の
白
い
板
材
1　

5
ソ
ル
ド　
　

計
5
ソ
ル
ド

　
　

c.21 r°

― A
 die X

V
II de otobre 1461

A
d la fabricha de san zem

ignan per libre V
III E

 onze V
III de form

aio de 

pegora ave li m
aistri da lendanara per fare chola per le tarsie vz.

 
L .-  s.-  d.-

一
四
六
一
年
十
月
十
七
日
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
の
造
営
局
宛
、
マ
エ
ス
ト
リ
・

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
﹇
兄
弟
﹈
の
タ
ル
シ
ア
制
作
の
た
め
の
膠
用
羊
の
チ
ー
ズ
8
リ

ブ
ラ
6
オ
ン
チ
ャ
分　

　
　

c.24t °

― A
 die X

III de novem
bre 1461

A
d la fabricha s.nove ebe pedro de paxe per lignam

e negro de pero e de 

noxe dato a li M
aestri per fare tarsia 

L.-  s.V
IIII  d.-

一
四
六
一
年
九
月
十
三
日

造
営
局
宛
、
マ
エ
ス
ト
リ
へ
タ
ル
シ
ア
制
作
の
た
め
の
ペ
ド
ロ
・
デ
・
パ
ク
セ
か
ら

洋
ナ
シ
と
ク
ル
ミ
と
の
黒
材
9
ソ
ル
ド
に　
　

計
9
ソ
ル
ド

　
　

25 t °

― die X
V

II dito

E
 per X

X
 asse de piopa da m

° Jacom
o da F...per fare el taselo del choro              

 
L.III  s.V

  d.-

同
月
十
七
日
、
マ
エ
ス
ト
ロ
・
ジ
ャ
コ
モ
か
ら
コ
ー
ロ
の
ピ
ー
ス
を
つ
く
る
た
め
の

ポ
プ
ラ
の
板
材
20　
　

計
3
リ
ブ
ラ
5
ソ
ル
ド

　
　

28r °

― a die X
II dito （dicem

bre

）

A
 la Fabricha de san zem

ignan L.una m
/contanti per oto asse de olm

o da 

br.u luna e onze I...  
L.I  s.I  d.-    

同
（
十
月
）
十
二
日
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
造
営
局
宛
、
各
1
ブ
ラ
ッ
チ
ャ
１

オ
ン
チ
ャ
の
ニ
レ
の
板
材
8
、
現
金
払
い　
　

計
1
リ
ブ
ラ
1
ソ
ル
ド

　
　

47t °

― a die V
 de averile 1462 

E
t per fare m

enare più pece de legno de fuxan

（?

） da B
ologna...   

 
L.I  s.I  d.-

一
四
六
二
年
四
月
五
日
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
か
ら
西
洋
マ
ユ
ミ
（
？
）
の
追
加
分
を
ボ

ロ
ー
ニ
ャ
か
ら
運
ば
せ
る
。　
　

計
1
リ
ブ
ラ
1
ソ
ル
ド　

　
　

49r °

（a die X
V

 de aprile

）

A
d la fabricha de san zem

ignan 1.quatro m
/per legno negro L.doe e L.doe 

per 14 pece de fuxan ave m
/lorenco chel com

parò a bologna

 
L.IIII  s.-  d.- 

（
四
月
十
五
日
）
サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
造
営
局
宛
、
マ
エ
ス
ト
ロ
・
ロ
レ
ン
ツ
ォ

が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
購
入
し
た
黒
材
14
リ
ブ
ラ
及
び
西
洋
マ
ユ
ミ
14
、
2
リ
ブ
ラ　
　

計
4
リ
ブ
ラ

　
　

84t °

― A
 die prim

o de novem
bre 

A
d la fabricha de san zem

egnan L.doe s.quatro m
/per resto de uno s.doro 

largo per gran quantità de lignam
e negro com

prò m
°lorenzo da lendanara

 
L .II  s.IIII  d.- 

十
一
月
一
日
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
造
営
局
方
、
マ
エ
ス
ト
ロ
・
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・

ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
が
購
入
し
た
大
量
の
黒
材
の
残
金
﹇
不
明
﹈
2
リ
ブ
ラ
4
ソ

ル
ド　
　

計
2
リ
ブ
ラ
4
ソ
ル
ド

　
　

85r °

― A
 die de novem

bre 1462

A
 m

°C
ristofano da lendanara L.sete s.dexe m

/com
putado p.13 per resto 

de uno bolognino doro che recevì m
°cristofano... per pagare legnam

e ne-

gro da tarsia 
L.V

II  s.X
  d.- 

一
四
六
二
年
十
一
月
某
日
、
マ
エ
ス
ト
ロ
・
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ァ
ノ
﹇
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ

ロ
？
﹈・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
へ
、
タ
ル
シ
ア
制
作
用
黒
材
の
支
払
の
た
め
に
ク

リ
ス
ト
ー
フ
ァ
ノ
が
受
け
取
っ
た
一
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
金
貨
の
残
金
見
積
も
り
額
7
リ
ブ

ラ
10
ソ
ル
ド　
　

計
7
リ
ブ
ラ
10
ソ
ル
ド

　
　

124r °
― A

 die V
II dito （luglio 1463

）

A
 la dita fabricha s.sie d.quatro per arcipresso per fare tarsia da lonardo 
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cham
arolo 

L.-  s.V
I  d. IIII

同
七
日
（
一
四
六
三
年
七
月
）、
同
造
営
局
宛
、
ロ
ナ
ル
ド
・
カ
マ
ロ
ー
ロ
よ
り
タ

ル
シ
ア
制
作
用
糸
杉　
　

計
6
ソ
ル
ド
4
デ
ナ
ー
ロ

　
　

131t °

― （a die III de setem
bre 1463

）

A
 la fabricha del Santo s.duij d.sie per una ase de piro per fare tarsie da 

m
ichele cuso

 
L.-  s.II  d. V

I

（
一
四
六
三
年
九
月
三
日
）
サ
ン
ト
造
営
局
宛
、
ミ
ケ
ー
レ
・
ク
ー
ゾ
よ
り
タ
ル
シ

ア
制
作
用
薪
板
1
、
2
ソ
ル
ド
6
デ
ナ
ー
ロ　
　

計
2
ソ
ル
ド
6
デ
ナ
ー
ロ

　
　

132r°

― A
 die X

 de setem
bre

A
 la fabricha del Santo L. una s. sedexe m

/per doe ase de albaro 

﹇...e per 
sei ase de albaro

﹈ com
parate... per el coro del dom

o 
L.I   s.X

V
I  d.- 

九
月
十
日
、
ド
ゥ
オ
ー
モ
の
コ
ー
ロ
用
に
購
入
の
白
ポ
プ
ラ
の
板
材
2
・
・
・﹇
及

び
白
ポ
プ
ラ
の
板
材
﹈
6
、
1
リ
ブ
ラ
16
ソ
ル
ド　
　

計
1
リ
ブ
ラ
16
ソ
ル
ド

　
　

155r °

― A
 die X

X
I de zenaro 1464

A
 la fabricha de san zem

ignan L.tre s.dexe per una tavola da archipresso 

che io com
parà da bianchino barbero per fare tarsia... 

L.III  s.X
  d.-

一
四
六
四
年
一
月
二
十
一
日

サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
造
営
局
宛
、
タ
ル
シ
ア
制
作
の
た
め
に
私
が
ビ
ア
ン
キ
ー

ノ
・
バ
ル
ベ
ロ
か
ら
買
う
予
定
の
糸
杉
板
1 

、
3
リ
ブ
ラ
10
ソ
ル
ド　
　

計
3
リ

ブ
ラ
10
ソ
ル
ド

　
　

162r °

― A
 die V

 de m
arcio

A
 la fabricha del Santo L.una s.sete per uno travo de m

oro da A
ntonio  

ronchino per fare tarsia pel coro 
L.I  s.V

II  d. -

三
月
五
日
、
サ
ン
ト
の
造
営
局
宛
、
コ
ー
ロ
の
タ
ル
シ
ア
制
作
用
に
ア
ン
ト
ニ
オ
・

ロ
ン
キ
ー
ノ
か
ら
、
ク
ワ
の
梁
1
、
1
リ
ブ
ラ
7
ソ
ル
ド　
　

計
1
リ
ブ
ラ
7
ソ
ル

ド
　
　

164r °

― A
 die X

X
IIII de m

arco 1464

A
 la fabricha de san zem

ignan s.dexe contanti ebe A
ntonio Polera per...X

II 

de buso per el coro de dom
o 

L.-  s.X
  d. -   

一
四
六
四
年
三
月
二
十
四
日
、
サ
ン
・
ジ
ェ
ミ
ニ
ャ
ー
ノ
造
営
局
宛
、
ド
ゥ
オ
ー
モ

の
コ
ー
ロ
用
ツ
ゲ
材
12
、
10
ソ
ル
ド　
　

計
10
ソ
ル
ド

　
　

178r °

― La fabricha L.tre s.quatro d.quatro ebe li m
aistri da lendanara 

per m
andare uno garzon a bologna per com

parare fuxina da tarsia

 
L.III    s.III  d.IIII

同
造
営
局
宛
、
タ
ル
シ
ア
用
西
洋
マ
ユ
ミ
3
リ
ブ
ラ
3
ソ
ル
ド
4
デ
ナ
ー
ロ
を
送
ら

せ
る
た
め
に
マ
エ
ス
ト
リ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
が
丁
稚
一
人
を
ボ
ロ
ー

ニ
ャ
に
遣
わ
せ
た
分　
　

計
3
リ
ブ
ラ
3
ソ
ル
ド
4
デ
ナ
ー
ロ

（
注
）
ク
ル
ミ
材
購
入
の
記
帳
が
非
常
に
多
い
が
、
簡
略
を
旨
と
し
て
省
略
し
た
。

（
６
） 

ク
レ
モ
ナ
弦
楽
器
・
木
工
芸
職
人
専
門
学
校
の
セ
ル
ジ
ョ
・
サ
ル
テ
ィ
ー
ニ
教
授
か

ら
タ
ル
シ
ア
の
黒
い
背
地
は
半
炭
化
し
た
ナ
ラ
材
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
た
。
樹
種
に

つ
い
て
助
言
を
い
た
だ
い
た
同
氏
に
感
謝
す
る
。

（
７
） A

ristotele 

（M
et.X

,II,1053b

）「
諸
色
の
う
ち
で
は
一
﹇
単
位
﹈
は
あ
る
一
つ
の

色
、
た
と
え
ば
白
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
他
の
す
べ
て
の
色
ど
も
は
、
明
ら
か
に
わ

れ
わ
れ
の
認
め
る
よ
う
に
、
こ
の
白
と
黒
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
こ

で
は
、
黒
は
白
の
欠
除
態
で
あ
る
、
あ
た
か
も
闇
が
光
の
欠
除
態
で
あ
る
よ
う
に
。」

﹇
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
出
隆
訳
）『
形
而
上
学
』、
岩
波
書
店
版
全
集
十
二
、
三
二
九

頁
﹈ Tom

m
aso d ’A

quino, O
pera O

m
nia III, R

om
ae, M

D
LX

X
 Lectio II, Tex.

C
o.10

「
従
っ
て
、
ど
ん
な
種
類
の
事
柄
に
お
い
て
も
「
第
一
の
（
占
め
る
）
も
の
」

が
存
在
す
る
。
と
す
れ
ば
、
色
彩
の
分
野
で
は
白
が
そ
の
「
第
一
の
も
の
」
で
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
白
は
言
わ
ば
他
の
諸
色
の
尺
度
で
あ
る
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

色
彩
は
白
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
物
の
色
彩
は
よ
り
完
全
に
な
る
か
ら
。
彼
﹇
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
﹈
は
、
中
間
色
は
白
と
黒
か
ら
生
み
出
さ
る
が
ゆ
え
に
派
生
的
で
あ
る
と

い
う
事
実
か
ら
、
白
は
第
一
の
色
彩
で
あ
る
と
し
た
。
黒
は
白
か
ら
派
生
す
る
。
な

ぜ
な
ら
、
あ
た
か
も
暗
さ
が
光
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
の
と
同
じ
で
、
黒
は
白
を
欠

い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
暗
さ
が
光
の
欠
如
で
あ
る
ご
と
く

黒
は
﹇
白
の
﹈
完
全
な
欠
如
で
あ
る
と
理
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
黒
は
色

彩
の
一
種
で
あ
り
、
黒
は
色
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
ら
。
そ
う
で
は
な
く
、
黒
は
、

色
彩
を
生
む
ご
く
微
量
の
光
を
含
ん
で
お
り
、
こ
う
し
て
、
光
の
欠
如
が
光
と
対
比

さ
れ
る
ご
と
く
、
黒
は
白
と
対
比
さ
れ
る
。
そ
し
て
諸
色
の
な
か
に
我
々
は
第
一
に

し
て
一
な
る
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
白
を
求
め
る
の
だ
か
ら
、
万
物
が
色
彩
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。」﹇In Libros M

etaphysicorum
, Lib.10, Lectio 3

﹈　

ト
マ
ス
・



221

五　浦　論　叢　第　25　号

ア
ク
ィ
ナ
ス
に
お
い
て
、
色
彩
の
「
一
へ
の
帰
着
」
と
い
う
概
念
に
さ
ら
に
次
の

光
と
色
彩
の
定
義
が
加
わ
る
。O

p.cit., Tom
o V

I, p.51, verso

「
あ
る
人
々
は
次

の
よ
う
に
言
っ
た
。
光
は
二
つ
の
仕
方
で
考
察
さ
れ
う
る
、
と
。
ま
ず
一
つ
の
仕
方

は
、光
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
限
り
で
。
こ
の
場
合
、そ
れ
は
狭
義
の
光
﹇
＝
光
源
﹈

と
言
わ
れ
る
。
も
う
一
つ
の
仕
方
は
、
透
明
体
が
終
わ
る
最
遠
部
分
に
存
在
す
る
限

り
で
。
こ
の
場
合
、光
は
色
彩
と
言
わ
れ
る
。（
な
ぜ
な
ら
色
彩
の
実
体
は
光
で
あ
り
、

色
彩
は
物
体
化
し
た
光
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
）」﹇In I Sententiarum

, 

D
is.16 Q

u.1

﹈　

聖
ト
マ
ス
に
と
っ
て
、﹇
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
﹈
色
彩
は
「
色
彩

の
構
成
に
お
け
る
い
わ
ば
形イ

デ

ア

相
因
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
他
の
諸
色
の
尺
度
で

あ
る
」 （op. cit., Q

uestiones de veritate, p. 301. 

﹇1 Q
u.2, A

rt.3

﹈）。
ダ
ン
テ
も

「
俗
語
論D

e vulgari eloquentia
」（ediz.curata da A

ristide M
arigo, Firenze, 

1938, p.136

）
の
な
か
で
こ
う
し
た
中
世
の
色
彩
観
を
踏
襲
し
て
い
る
「
お
よ
そ
同

じ
種
類
の
物
を
比
較
し
た
り
量
っ
た
り
す
る
た
め
に
は
、
拠
る
べ
き
一
が
あ
っ
て
、

他
の
す
べ
て
の
物
の
基
準
に
さ
れ
る
。
例
え
ば
、数
は
す
べ
て
一
に
よ
っ
て
計
ら
れ
、

そ
の
単
位
に
近
い
か
遠
い
か
に
よ
っ
て
、
数
の
大
小
が
い
わ
れ
る
。
ま
た
す
べ
て
の

色
に
つ
い
て
は
、
白
が
基
準
と
な
り
、
そ
れ
に
近
づ
く
か
遠
ざ
か
る
か
に
よ
っ
て
、

明
る
い
と
か
暗
い
と
い
わ
れ
る
」﹇
ダ
ン
テ
『
俗
語
論
』
第
一
書
第
十
六
章
、
河
出

書
房
新
社
『
世
界
思
想
全
集
』
哲
学
・
文
芸
思
想
篇
四
、一
九
六
一
年
、
二
一
頁
﹈

（
８
） 

D
ante A

lighieri, C
onvivio, IV, X

X
II, 17; D

e Vulgar eloquentia, op.cit., p.137

も
参
照
。『
ダ
ン
テ
饗
宴
・
下
』（
中
山
昌
樹
訳
、
新
生
堂
、
一
九
二
五
、
復
刻
版

一
九
九
五
年
）
第
四
篇
第
二
十
二
章
一
八
〇
―
一
九
〇
。『
ダ
ン
テ
俗
語
論
・
水

陸
論
』（
中
山
昌
樹
訳
、
新
生
堂
、
一
九
二
五
、
復
刻
版
一
九
九
五
年
）
第
一
編
第

十
六
章
十
：「
あ
た
か
も
数
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
も
の
が
単
位
に
よ
っ
て
測
ら
れ
、

単
位
に
遠
い
か
近
い
か
に
よ
っ
て
、
多
い
と
か
少
な
い
と
か
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
同

じ
く
色
彩
に
お
い
て
も
す
べ
て
が
白
色
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
白
色
に
近

づ
く
か
遠
の
く
か
に
よ
っ
て
、
目
に
見
え
る
度
合
い
が
多
い
と
か
少
な
い
と
か
言
わ

れ
る
。」

（
９
） 

R
oberto Longhi, Piero della Francesca, R

om
a 1927,p.51.　

ロ
ベ
ル
ト
・
ロ
ン

ギ
（
池
上
公
平
・
遠
山
公
一
訳
）『
ピ
エ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
』（
中
央

公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）、
八
三
頁
。

（
10
） E

lio M
onducci, Il coro ligneo della basilica di San Prospero di R

eggio 

E
m

ilia, B
ollettino Storico C

rem
onese, vol.X

X
II (1961-64), C

rem
ona, 1965, 

pp.237-277.

（
11
） B

ernardo G
onzati, op.cit.,p.67.

﹇
こ
の
大
理
石
製
コ
ー
ロ
は
ゴ
ン
ザ
ー
テ
ィ
の
時
代

に
は
す
で
に
取
り
壊
さ
れ
て
存
在
し
な
い
。
ゴ
ン
ザ
ー
テ
ィ
は
一
五
九
〇
年
刊
行
の
ヴ
ァ
レ
リ

オ
・
ポ
リ
ド
ー
ロ
の
記
述
に
も
と
づ
い
て
囲
壁
の
復
元
を
試
み
て
い
る
（G

onzati 1852

）（
図

19
）。
歴
史
的
経
過
が
分
か
り
に
く
い
の
で
つ
け
加
え
れ
ば
、
ま
ず
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
様
式
に
よ
る

こ
の
大
理
石
製
コ
ー
ロ
（
旧
コ
ー
ロ
）
の
建
造
が
あ
り
（
一
四
四
三
年
）、
次
い
で
ド
ナ
テ
ッ

ロ
と
そ
の
工
房
に
よ
る
祭
壇
お
よ
び
諸
聖
人
立
像
、
浮
き
彫
り
の
制
作
が
あ
り
（
一
四
四
六
―

一
四
五
三
）、
そ
の
後
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
コ
ー
ロ
の
制
作
（
一
四
六
二
―

一
四
六
九
）

と
続
く
（
こ
の
コ
ー
ロ
の
大
半
は
火
災
で
焼
失
し
二
席
の
祈
祷
席
の
み
現
存
）。
つ
ま
り
兄
弟
に

と
っ
て
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
祭
壇
と
問
題
の
大
理
石
コ
ー
ロ
は
目
前
の
所
与
で
あ
り
、
こ
れ
が
兄
弟

の
タ
ル
シ
ア
の
表
現
に
反
映
し
て
い
る
と
プ
ラ
ー
リ
は
考
え
て
い
る
。﹈

（
12
） L.B

.A
lberti, Il T

rattato della pittura e i cinque ordini architettonici, 

Lanciano, 1913, Libro II, p.75. 

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
（
三
輪
福
松
訳
）『
絵
画
論
』
第

二
書
、
五
六
頁
。

（
13
） 

op.cit.II, p.49. 

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
同
書
『
絵
画
論
』
第
二
書
、
三
六
頁
。

（
14
） A

rturo C
arlo Q

uintavalle, C
ristoforo da Lendinara, Parm

a, 1959, fig.138.（
図

14
）

（
15
） R

oberto Longhi, O
fficina ferrarese, 1943,p.31.﹇

同
書
一
九
六
八
年
版(Sansoni), 

p.21

﹈

（
16
） Roberto Longhi, O

fficina ferrarese, p.31. ﹇
同
書
一
九
六
八
年
版(Sansoni), p.21

﹈

（
17
） Roberto Longhi, O

fficina ferrarese, p.32. ﹇
同
書
一
九
六
八
年
版(Sansoni), p.21

﹈

（
18
） R

oberto Longhi, Piero della Francesca, p.103. e v. O
fficina ferrarese, p.31. 

前

出
ロ
ン
ギ
（
池
上
・
遠
山
訳
）『
ピ
エ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
』、
一
四
九

頁
、Longhi, O

fficina ferrarese, 1968

年
版(Sansoni), p.21.　

（
19
） Francesco A

rcangeli, T
arsie, R

om
a, 1942, p.13. 

（
20
） R

oberto Longhi, O
fficina ferrarese, pp.31-32.

（
21
） B

ernardo G
onzati, op.cit., pp.31-32.

﹇
ゴ
ン
ザ
ー
テ
ィ
は
こ
の
知
見
を
コ
ラ
ツ
ィ
オ

（C
olacio 1486

）
か
ら
得
て
い
る
﹈

（
22
） L.B

.A
lberti, Il T

rattato della pittura, etc. op.cit, L.II, pp.59, 77.

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ

（
三
輪
福
松
訳
）『
絵
画
論
』
そ
れ
ぞ
れ
四
三
―

四
四
、五
八
、一
二
頁
。
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（
23
） R

oberto Longhi, Piero dei Franceschi e lo sviluppo della pittura veneziana, 

in L’A
rte, X

V
II (1914); S critti giovanili, 1962, p.75.

（
24
） A

.C
.Q

uintavalle, op.cit., pp.45,77-78.

（
25
） A

ndré C
hastel, R

enaissance m
éridionale Italie 1460-1500, P

aris, 1965, 

p.261.　

ア
ン
ド
レ
・
シ
ャ
ス
テ
ル
（
摩
寿
意
善
郎
翻
訳
監
修
・
高
階
秀
爾
訳
）『
イ

タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス 1460-1500

』（
新
潮
社
、
一
九
六
八
年
）、
二
六
一
頁 

（
26
） A

ndré C
hastel, op.cit., 1965, p.245.

﹇
同
上
二
四
五
頁
﹈

 

「
タ
ル
シ
ア
の
流
行
は
、
好
尚
の
発
達
史
に
お
い
て
最
も
意
味
深
い
事
実
の
ひ
と
つ

で
あ
り
、
新
し
い
芸
術
観
の
証
人
で
も
あ
る
。
タ
ル
シ
ア
の
発
展
は
、
単
に
室
内
装

飾
の
ひ
と
こ
ま
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
新
し
い
技
法
は
、
当
時
の
あ
ら
ゆ

る
分
野
の
芸
術
が
交
差
し
集
中
す
る
中
心
の
位
置
に
立
っ
て
い
る
。
木
に
細
工
し
て

枠
を
拵
え
、
そ
の
中
に
寄
木
を
組
み
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
の
仕
事
は
、
轆
轤
細

工
師
に
も
指
物
師
に
も
彫
刻
家
に
も
関
係
が
あ
る
の
で
、
タ
ル
シ
ア
の
生
む
抽
象
文

様
は
装
飾
の
方
式
を
根
柢
か
ら
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
静
物
と
か
胸
像

と
か
い
う
具
体
的
モ
チ
ー
フ
に
お
い
て
も
、
タ
ル
シ
ア
は
絵
画
に
先
ん
じ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
幾
何
学
的
形
体
を
巧
み
に
配
し
て
透
視
画
的
に
ま
と

め
挙
げ
る
と
い
う
点
で
、
当
時
好
ま
れ
た
《
建
築
の
眺
め
》
と
い
う
主
題
と
も
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
技
法
の
流
行
は
、
当
時
の
中
心
問
題
に
か
か

わ
る
現
象
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」

（
27
） G

iorgio Vasari, Le V
ite etc, E

d C
lub del Libro, vol.II, M

ilano, 1964,p.157. 

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
（
平
川
祐
弘
他
訳
）『
ル
ネ
サ
ン
ス
画
人
伝
』（
一
九
八
二
年
、白
水
社
）、

四
九
頁
。

翻
訳
凡
例

一  

翻
訳
テ
キ
ス
ト
の
底
本
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。A

lfredo Puerari, Le 

tarsie del Platina (1477-1490), Paragone, nuova serie-25 205 A
rte,1967, 

pp.3-43. 

こ
の
論
文
は
同
じ
題
名
で
同
年
ク
レ
モ
ナ
の
書
店
か
ら
出
版
さ
れ
た

浩
瀚
な
単
行
本
（
以
下
、
元
本
）
の
一
部
を
な
す
「
技
法
と
様
式 Tecnica e 

stile

」
を
、
元
本
の
出
版
に
先
行
し
て
転
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
テ
キ
ス
ト

に
体
裁
以
外
に
ほ
と
ん
ど
違
い
は
な
い
が
、
前
者
を
底
本
に
選
ん
だ
の
は
こ
れ

が
美
術
史
学
で
権
威
あ
る
雑
誌
の
論
文
と
し
て
よ
り
流
通
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
し
、
元
本
の
一
章
を
抽
出
し
た
テ
キ
ス
ト
な
の
で
、
文
脈
が
途
切
れ

て
簡
略
に
流
れ
た
部
分
が
あ
り
、
そ
の
場
合
元
本
の
諸
章
を
参
照
し
て
最
小
限

の
説
明
を
﹇　

﹈
で
加
え
た
。
今
回
翻
訳
し
た
の
は
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
旧
蔵
の

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
を
論
じ
た
前
半
で
あ
る
が
、
分
量
の
関
係
で
テ
キ
ス
ト
末
尾
の

「
付
論
Ⅰ 

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
黄
金
比
構
成
」
及
び
同
大
聖
堂
の
コ
ー
ロ
を
扱
っ

た
後
半
は
次
号
に
送
る
。

二　

用
語
に
つ
い
て
：
絵
画
と
木
工
芸
の
は
ざ
ま
を
問
う
プ
エ
ラ
ー
リ
は
前
半
と

後
半
と
で
同
じ
用
語
を
異
な
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、
そ
れ

ぞ
れ
訳
し
分
け
た
が
同
一
の
用
語
で
あ
る
こ
と
を
ル
ビ
を
付
し
て
示
し
た
。
こ

の
使
い
わ
け
は
著
者
の
テ
ー
マ
に
直
結
し
て
い
る
の
で
見
極
め
が
大
切
で
あ

る
。
以
下
に
い
く
つ
か
の
例
を
示
す
。

＝
イ
デ
アidea

：
言
語
に
よ
る
「
概
念
」、
絵
画
創
作
の
「
ア
イ
デ
ア
・
構
想
」、

と
き
に
「
絵
画
」
の
比
喩

＝
イ
ン
ヴ
ェ
ン
ツ
ィ
オ
ー
ネinvenzione:

芸
術
的
「
発
想
・
構
想
」、
転
じ
て
タ

ル
シ
ア
固
有
の
表
現
に
向
け
て
原
画
を
翻
案
し
転
写
下
絵
と
す
る
今
ひ
と
た
び

の
「
創
意
の
作
業
」
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＝
ス
テ
ィ
ー
レstile

：「
絵
画
様
式
」
ま
た
「
絵
画
」
の
比
喩
。
転
じ
て
後
半
で

は
タ
ル
シ
ア
自
体
の
「
様
式
」

＝
カ
ル
ト
ー
ネcartone

：
画
家
が
タ
ル
シ
ア
作
家
に
提
供
す
る
「
原
画
」（
こ

れ
は
イ
デ
ア
で
あ
り
ス
テ
ィ
ー
レ
で
も
あ
る
）、
転
じ
て
タ
ル
シ
ア
作
家
が
そ

れ
に
修
正
を
ほ
ど
こ
し
た
「
下
絵
」

＝
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァprospettiva

：
一
般
に
「
透
視
画
」
で
あ
り
、
ル

ネ
サ
ン
ス
期
に
は
「
マ
エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ
」
は
画

家
で
は
な
く
タ
ル
シ
ア
作
家
を
指
し
て
い
た
。
テ
キ
ス
ト
で
は
歴
史
的
用
法
に

従
い
な
が
ら
も
時
に
「
透
視
画
」
を
も
っ
て
タ
ル
シ
ア
の
意
味
を
持
た
せ
た
場

合
が
あ
る
。

　
　

な
お
プ
エ
ラ
ー
リ
は
タ
ル
シ
アtarsia
を
「
木
画pittura del legno

」「
イ

ン
タ
ル
シ
アintarsia

」「
コ
ン
メ
ッ
ソcom

m
esso

」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
言
い

か
え
て
い
る
が
、
翻
訳
で
は
基
本
的
に
イ
タ
リ
ア
で
広
く
流
通
し
て
い
る
「
タ

ル
シ
ア
」（
正
確
に
は
「
タ
ル
ス
ィ
ー
ア
」）
に
統
一
し
た
。

三　

プ
エ
ラ
ー
リ
は
タ
ル
シ
ア
作
家
の
手
作
業
を
眼
前
に
髣
髴
と
さ
せ
る
レ
ト
リ

カ
ル
な
筆
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
直
訳
を
基
本
と
し
た
が
、
制
作
に
つ
い
て
語

ら
れ
る
箇
所
な
ど
で
は
そ
の
実
際
に
即
し
て
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

四　

そ
の
他
：
翻
訳
文
と
解
説
中
の
（　

）
は
プ
エ
ラ
ー
リ
、﹇　

﹈
は
訳
者
補

注
で
あ
る
。
美
術
史
的
な
訳
注
は
省
い
た
。
プ
エ
ラ
ー
リ
の
古
典
か
ら
の
引
用

は
日
本
語
版
が
あ
る
場
合
で
き
る
だ
け
そ
れ
か
ら
引
い
た
が
、
訳
文
と
の
整
合

性
を
は
か
っ
て
適
宜
改
め
た
。
タ
ル
シ
ア
に
使
用
さ
れ
た
樹
種
の
日
本
語
表
記

は
厳
密
な
基
準
に
よ
ら
ず
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。
底
本
の
作
品
図
版
は
プ

ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア
四
点
だ
け
な
の
で
元
本
に
よ
っ
て
大
幅
に
増
や
し
、

参
考
図
も
新
た
に
加
え
た
。

タ
ル
シ
ア
の
用
語

＝
タ
ル
シ
ア tarsia

：
木
象
嵌
（
木
画
・
コ
ン
メ
ッ
ソ
・
寄
木
画
）、
特
に
透
視

画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
の
そ
れ
。
技
法
は
伝
統
の
加
飾
技
法
（
ア
・
シ
リ
オ
、
ア
・

ト
ッ
ポ
、
ア
・
チ
ェ
ル
ト
ジ
ー
ナ
な
ど
）
か
ら
出
た
が
、
画
題
・
テ
ー
マ
に
必

要
な
技
法
は
す
べ
て
取
り
入
れ
る
か
ら
技
法
を
総
称
す
る
適
切
な
名
称
は
実
は

な
い
。

＝
マ
エ
ス
ト
ロ
・
デ
ィ
・
プ
ロ
ス
ペ
ッ
テ
ィ
ー
ヴ
ァ m

aestro di prospettiva

：

透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
。
十
五
・
十
六
世
紀
に
は
透
視
画
を
木
画
に
移
し
た
タ

ル
シ
ア
作
家
に
対
す
る
呼
称
。

＝
ピ
ー
ス tessera, tassello

：
タ
ル
シ
ア
の
個
々
の
木
片
。
支
持
材
の
上
で
ジ

グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
合
わ
せ
る
場
合
も
あ
る
が
（
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
説

明
）、
十
五
世
紀
で
は
彫
り
込
み
象
嵌
が
基
本
で
あ
り
彫
刻
の
技
に
近
い
。

＝
焦
が
し
に
よ
る
陰
影
づ
けom

breggiatura

：「
焦
が
し
」。
炎
で
ピ
ー
ス
を
焦

が
し
て
陰
影
と
立
体
感
を
出
す
。

＝
ア
ル
マ
デ
ィ
オ arm

adio

：
聖
具
戸
棚
。
教
会
の
聖
具
室
に
置
か
れ
ミ
サ
典

礼
の
た
め
の
用
具
を
収
納
す
る
。
コ
ー
ロ
、
バ
ン
コ
ー
ネ
（
長
椅
子
）、
ミ
サ

用
書
見
台
な
ど
と
な
ら
ん
で
タ
ル
シ
ア
の
主
要
な
表
現
の
場
。

＝
コ
ー
ロ coro

：
聖
職
者
祈
祷
席
。
教
会
堂
の
身
廊
な
い
し
内
陣
の
閉
じ
た
木

造
の
区
画
。
個
別
の
祈
祷
席
は
ス
タ
ッ
ロ
と
い
う
。

＝
鏡か
が
み
い
た板 specchio

：
祈
祷
席
の
背
後
の
タ
ル
シ
ア
を
ほ
ど
こ
し
た
区
画
。
聖
人

像
、
風
景
、
道
具
な
ど
を
タ
ル
シ
ア
で
あ
ら
わ
す
。

ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
旧
蔵
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
（
聖
具
戸
棚
）
図
1
、
2
、
3

　

現
在
ク
レ
モ
ナ
市
立
美
術
館
所
蔵
。
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
の
旧
聖
具
室
（
現
失
）
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に
あ
っ
た
。
高
さ
二
六
六
×
横
七
七
四
×
奥
行
九
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。
制
作
期

間
一
四
七
七
〜
七
九
年
。
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
本
体
と
タ
ル
シ
ア
の
原
画
は
ク
レ
モ
ナ

の
建
築
家
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
レ
ー
ラ
（B

ernardino de Lera 1450

以

前-1519

）
に
よ
る
。
左
右
二
棹
に
そ
れ
ぞ
れ
一
五
面
、
合
計
三
〇
面
を
上
中
下

三
段
の
扉
に
当
時
二
十
二
歳
前
後
の
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
マ
リ
ー
ア
・
プ
ラ
ー
テ
ィ

ナ
（G

iovanni M
aria Platina 1455-1500

）
が
タ
ル
シ
ア
を
ほ
ど
こ
す
（
た
だ

し
左
棹
上
段
左
端
の
一
面
の
み
欠
）。
画
題
は
受
胎
告
知
の
聖
母
と
大
天
使
、
聖

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
ら
の
聖
人
像
、
実
景
を
含
む
マ
ン
ト
ヴ
ァ
と
ク
レ
モ
ナ
の
街
景
、

リ
ュ
ー
ト
、
カ
ン
ナ
、
壺
な
ど
を
あ
ら
わ
す
静
物
。
透
視
画
に
よ
る
原
画
構
成
は
、

直
接
に
は
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
タ
ル
シ
ア
（
パ
ド
ヴ
ァ
、
モ
デ
ナ
ほ
か
）

に
学
ん
で
い
る
が
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
（
サ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
オ
教
会
祭

壇
浮
き
彫
り
）
及
び
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
画
家
ア
ン
ド
レ
ー
ア
・
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
ら
を

も
参
照
し
て
お
り
、
北
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
人
文
主
義
文
化
が
結
実
し
た
一
例
に

加
え
ら
れ
る
。
プ
エ
ラ
ー
リ
は
こ
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
に
つ
い
て
、
ス
フ
ォ
ル
ツ
ア

公
（
ミ
ラ
ノ
）
の
宮
廷
文
化
の
中
心
で
も
あ
っ
た
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
芸
術
傾
向
の
要

約
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
。
一
九
四
八
年
ク
レ
モ
ナ
市
立
美
術
館
で
初
公
開
さ

れ
た
。

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
マ
リ
ー
ア
・
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ

　

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
タ
ル
シ
ア
を
担
当
し
た
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
に
つ
い
て
、
ヴ
ァ

ザ
ー
リ
を
含
め
て
史
書
に
そ
の
名
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
今
も
プ
エ
ラ
ー
リ
が
示
し

た
わ
ず
か
な
古
記
録
に
よ
る
ほ
か
な
い
。
一
四
五
五
年
頃
ク
レ
モ
ナ
の
近
郊
に

生
ま
れ
、
一
四
七
七
年
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
旧
聖
具
室
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
タ
ル

シ
ア
制
作
を
開
始
。
続
い
て
一
四
八
三
年
同
聖
堂
コ
ー
ロ
の
タ
ル
シ
ア
制
作
に
移

り
一
四
九
〇
年
に
完
成
。
一
四
八
二
年
同
じ
く
ク
レ
モ
ナ
の
サ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ

オ
・
ア
バ
ー
テ
教
会
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
仕
事
に
従
事
し
た
が
作
品
は
残
っ
て
い

な
い
。
一
五
〇
〇
年
に
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
歿
し
た
。

翻
訳
に
あ
た
っ
て　
　

プ
エ
ラ
ー
リ
の
タ
ル
シ
ア
論

　

ア
ル
フ
レ
ー
ド
・
プ
エ
ラ
ー
リ
（1907-1988

）
は
ク
レ
モ
ナ
に
生
ま
れ
ク
レ

モ
ナ
の
美
術
の
研
究
と
美
術
行
政
に
貢
献
し
た
美
術
史
家
で
あ
り
、
私
た
ち
が
プ

エ
ラ
ー
リ
を
知
る
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
論
文
に
よ
る
。
同
郷
の
ル
ネ
サ
ン
ス

の
タ
ル
シ
ア
作
家
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
二
作
品
を
取
り
上
げ
た
こ
の
論
考
で
、
著
者

は
長
い
間
工
芸
の
枠
の
な
か
で
扱
わ
れ
て
き
た
タ
ル
シ
ア
の
美
的
構
造
を
は
じ
め

て
明
ら
か
に
し
た
。
タ
ル
シ
ア
と
は
、
技
法
上
は
我
が
国
の
木
象
嵌
（
古
く
は
木

画
と
称
し
た
）
に
対
応
す
る
が
、
こ
こ
で
い
う
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル

シ
ア
は
「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ m

aestri di prospettiva

」
と
呼
ば
れ
た
作
家

の
仕
事
で
あ
り
、
木
で
描
い
た
透
視
画
と
し
て
、
画
家
の
絵
画
作
品
と
は
は
っ
き

り
区
別
さ
れ
る
。

　
「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
」
の
仕
事
な
ら
ば
、
タ
ル
シ
ア
は
絵
な
の
か
工
芸
な

の
か
。
画
家
が
提
供
す
る
絵
を
木
工
芸
家
が
木
画
に
翻
案
し
て
そ
こ
に
個
性
や
様

式
は
あ
り
う
る
の
か
。
な
ぜ
木
画
に
絵
画
を
上
回
る
ほ
ど
の
迫
真
の
表
現
が
で
き

た
の
か
。
著
者
は
そ
れ
に
こ
た
え
る
べ
く
制
作
の
現
場
を
想
定
し
て
タ
ル
シ
ア
作

家
の
手
技
を
細
や
か
に
観
察
し
記
述
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
、
近
代
的
芸
術
観
を

も
っ
て
し
て
は
評
価
で
き
な
い
タ
ル
シ
ア
独
自
の
美
質
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ

に
よ
っ
て
タ
ル
シ
ア
研
究
の
メ
ソ
ッ
ド
が
確
立
さ
れ
、
メ
ジ
ャ
ー
・
ア
ー
ト
と
マ

イ
ナ
ー
・
ア
ー
ト
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
間
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
何
で
あ
っ
た
か
、
ま
た

近
代
芸
術
の
規
範
と
し
て
の
構
想
力
や
様
式
と
は
何
で
あ
っ
た
か
が
タ
ル
シ
ア
の
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側
か
ら
問
い
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
へ
の
志
向
は
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
美
学
に
親

し
ん
だ
こ
と
と
も
無
関
係
で
な
い
だ
ろ
う
が
（
後
掲M

orandi 2017

）、
同
時

代
の
フ
ラ
ン
ス
思
想
の
動
向
と
も
呼
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
芸
術
制
作
に
お
け

る
素
材
の
問
題
も
取
り
上
げ
た
エ
ミ
リ
ア
ー
ニ
（E

m
iliani 1979

）
は
ア
ラ
ン

の
《
構
イ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン

想
の
究
極
の
法
は
制
作
に
よ
っ
て
の
み
構
想
は
構
想
た
り
う
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
》、
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
《
関
心
の
対
象
は
作
品
で
は
な
く
制

作
工
程
で
あ
る
》
と
い
う
新
し
い
美
学
の
知
見
を
引
い
て
い
る
が
、
同
じ
ヴ
ァ

レ
リ
ー
は
《
手
は
思
考
と
対
等
の
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
》（
シ
ャ
イ
ヨ
ー
宮
銘
文
）

と
、
ア
ン
リ
・
フ
ォ
シ
ヨ
ン
は
《
精
神
が
手
を
つ
く
り
、
手
が
精
神
を
形
成
す

る
》（「
手
に
捧
げ
る
」）
と
書
い
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

一
九
四
八
年
の
『
意
味
と
無
意
味
』
の
な
か
で
《
構
コ
ン
セ
プ
シ
オ
ン
想
が
制
エ
ク
ゼ
キ
ュ
シ
オ
ン
作
に
先
立
つ

こ
と
は
あ
り
え
な
い
》
と
言
っ
て
い
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
の
本
が
出
た
一
九
四
八
年
は
プ
エ
ラ
ー
リ
の
最
初
の
著
述
が
出
版
さ
れ

た
年
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
十
九
世
紀
後
半
以
降
産
業
美
術
が
盛
ん
に
な
り
、

制
作
の
実
施
に
即
し
た
観
察
に
よ
っ
て
観
念
論
的
美
学
が
反
省
さ
れ
て
、
新
し
い

表
現
論
が
拓
か
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
同
時
代
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
が
語
っ
た

の
と
同
じ
こ
と
を
プ
エ
ラ
ー
リ
は
タ
ル
シ
ア
作
家
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
に
認
め
る

が
、
対
象
は
幾
何
学
の
合
理
主
義
と
自
然
素
材
と
の
奇
跡
の
総
合
と
し
て
の
タ
ル

シ
ア
で
あ
る
か
ら
、
観
察
と
記
述
は
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
た
ち
の
そ
れ
よ
り
も
複

雑
で
困
難
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
当
時
喫
緊
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
迫
る
プ
エ
ラ
ー
リ
の
イ
タ
リ
ア
語

は
と
て
も
美
し
い
。
特
に
タ
ル
シ
ア
制
作
の
核
心
に
触
れ
た
箇
所
―
「
原
画
」
が

タ
ル
シ
ア
固
有
の
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
「
下
絵
」
に
翻
案
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
を
語

る
212
頁
の
一
節
―
は
テ
ー
マ
性
と
修
辞
と
が
融
合
し
た
名
文
だ
と
思
う
。
芸
術
に

つ
い
て
言
わ
れ
て
き
た
「
創
意invenzione

」「
自
律
性autonom

ia

」「
描
写
の

真verià

」
が
こ
こ
で
工
芸
た
る
タ
ル
シ
ア
に
転
移
し
意
味
が
更
新
さ
れ
た
。
こ

う
し
て
古
い
芸
術
概
念
の
組
み
替
え
の
現
場
に
読
者
は
立
ち
会
う
。

　

同
時
に
プ
エ
ラ
ー
リ
の
テ
キ
ス
ト
の
行
間
に
、
読
者
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
ほ
か
、

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
父
子
、
そ
し
て
特
に
、
テ
キ
ス
ト
に
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
ロ

ベ
ル
ト
・
ロ
ン
ギ
の
存
在
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。
彼
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
論
の
テ
キ
ス

ト
が
掲
載
さ
れ
た
雑
誌
『
パ
ラ
ゴ
ー
ネ
』
の
創
刊
者
に
し
て
編
集
主
幹
で
あ
り
、

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
派
中
心
の
絵
画
史
を
改
め
北
イ
タ
リ
ア
絵
画
の
独
自
性
を
明
ら
か

に
し
た
美
術
史
家
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ロ
ン
ギ
の
絵
画
史
研
究
の
新
し
い
成
果
を

プ
エ
ラ
ー
リ
は
率
直
に
受
け
入
れ
て
い
る
が
、
他
面
で
は
タ
ル
シ
ア
よ
り
絵
画
を

上
位
に
置
く
ロ
ン
ギ
に
は
批
判
的
で
あ
る
。
し
か
し
作
品
の
美
的
評
価
こ
そ
が
歴

史
研
究
に
お
け
る
実
証
の
保
証
で
あ
る
と
す
る
信
念
を
二
人
は
共
有
し
て
い
る
。

次
い
で
、
ロ
ン
ギ
の
も
と
で
学
ん
だ
近
代
タ
ル
シ
ア
論
の
魁
さ
き
が
けフ

ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・

ア
ル
カ
ン
ジ
ェ
リ
が
い
て
、
タ
ル
シ
ア
を
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
と
認
定
し
て
い
た

（A
rcangeli 1942 

も
っ
と
も
彼
は
タ
ル
シ
ア
画
題
の
源
を
求
め
て
画
家
・
画
派

と
の
関
係
に
力
点
を
置
い
た
が
）。
さ
ら
に
古
く
は
、
現
象
学
美
学
と
芸
術
学
の

鼻
祖
の
ひ
と
り
と
さ
れ
、
芸
術
家
の
制
作
に
お
け
る
精
神
と
身
体
性
を
同
一
の
も

の
と
考
え
た
ド
イ
ツ
の
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
い
た
。
下
っ
て
フ
ォ
シ

ヨ
ン
は
一
九
三
四
年
の
「
形
式
の
生
命
」
の
中
で
芸
術
制
作
の
現
象
学
を
語
り
、

「
素
材
に
は
必
ず
固
さ
、
色
、
肌き

め理
が
あ
る
。」「
素
材
は
何
か
し
ら
前
途
の
予
想

と
も
い
う
べ
き
も
の
を
内
に
収
め
…
形
に
向
か
う
使
命
を
お
び
て
い
る
」
と
書
い

て
い
た
。
プ
エ
ラ
ー
リ
の
メ
ソ
ッ
ド
は
自
身
が
テ
キ
ス
ト
で
い
う
「
木
に
も
と
づ

く
自
然
絵
画
の
現
象
学
」（
214
頁
）
で
あ
り
、
扱
う
対
象
を
既
知
の
所
与
と
し
て
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な
い
し
既
成
の
価
値
観
を
も
っ
て
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
、
感
性
と
悟
性
に
忠

実
に
、
あ
り
の
ま
ま
に
記
述
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

二
〇
世
紀
中
葉
を
前
後
す
る
転
換
期
の
西
洋
近
代
の
思
想
に
広
く
共
鳴
し
な
が

ら
プ
エ
ラ
ー
リ
は
独
自
の
思
索
を
深
め
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
の
美
的
構
造

を
解
明
し
た
と
言
え
る
。

　

プ
エ
ラ
ー
リ
が
明
ら
か
に
し
た
タ
ル
シ
ア
の
メ
ソ
ッ
ド
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
研

究
を
こ
と
と
す
る
人
び
と
の
た
め
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
タ
ル
シ
ア
を

愛
好
す
る
人
た
ち
が
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
体
験
す
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
に
も
な
る
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
タ
ル
シ
ア
は
広
い
意
味
で
生
活
造
形
の
加
飾
の
技
で
あ
り
、
ホ

ワ
イ
ト
・
キ
ュ
ー
ブ
―
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
の
美
術
品
を
受
け
入
れ
る
明
る
く
無

機
質
な
展
示
空
間
―
で
は
な
く
、
教
会
や
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
の
薄
明
の
現
場
で
味
わ
う

ほ
か
な
い
か
ら
。
許
さ
れ
る
な
ら
プ
エ
ラ
ー
リ
が
や
っ
た
よ
う
に
聖
具
室
の
ア
ル

マ
デ
ィ
オ
の
扉
を
実
際
に
開
け
閉
め
し
、
あ
る
い
は
朝
昼
晩
の
コ
ー
ロ
で
の
祈
り

に
加
わ
り
、
木
素
材
の
手
触
り
を
確
か
め
て
み
た
い
。
近
現
代
美
術
と
は
ま
っ
た

く
違
う
表
現
世
界
を
肌
身
で
感
じ
た
と
き
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
対
す
る
教
化
目

的
の
絵
画
で
は
な
い
も
う
ひ
と
つ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
が
、
時
空
を
隔
て
て
、
古

来
自
然
素
材
を
独
自
に
尊
重
し
て
き
た
私
た
ち
に
も
率
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
だ

ろ
う
。

　

タ
ル
シ
ア
は
生
活
造
形
に
由
来
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
超
え
る
。
ピ
エ
ロ
・
デ
ラ
・

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
デ
ル
・
コ
ッ
サ
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・

ヴ
ィ
ン
チ
、
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ロ
ッ
ト
―
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
タ
ル
シ
ア
作
家
た
ち

と
関
係
を
も
っ
た
―
と
同
じ
時
代
に
生
き
た
「
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
」（
タ
ル

シ
ア
作
家
の
別
称
）
は
時
に
彼
ら
大
芸
術
家
以
上
の
こ
と
を
表
現
に
お
い
て
成
し

遂
げ
た
が
、
表
現
の
場
所
は
信
者
が
出
入
り
で
き
な
い
コ
ー
ロ
や
聖
具
室
だ
っ
た

か
ら
、
長
く
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
コ
ー
ロ
そ
の
も
の
が
対
抗

宗
教
改
革
の
時
代
に
解
体
や
移
設
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
（
こ
れ
は
次
号
の
テ
ー
マ

で
あ
る
）。
し
か
し
近
代
美
術
の
あ
と
を
受
け
て
タ
ル
シ
ア
は
蘇
っ
た
。
そ
の
端

緒
を
つ
く
っ
た
の
が
ア
ル
カ
ン
ジ
ェ
リ
（A

rcangeli 1942

）
で
あ
り
シ
ャ
ス
テ

ル
（C

hastel 1965

）
で
あ
り
プ
エ
ラ
ー
リ
だ
っ
た
が
、
タ
ル
シ
ア
の
構
造
の
美

的
解
明
は
ひ
と
り
プ
エ
ラ
ー
リ
の
も
の
で
あ
る
。

　

長
年
筆
者
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
し
て
協
力
し
て
く
れ
て
い
る
現
代
タ
ル
シ

ア
作
家
の
村
井
光
謹
さ
ん
は
翻
訳
原
稿
を
読
ん
で
「
一
般
読
者
に
は
わ
か
り
づ
ら

い
だ
ろ
う
が
、
プ
エ
ラ
ー
リ
の
言
い
た
い
こ
と
は
非
常
に
よ
く
わ
か
る
」
と
感
想

を
語
っ
た
。
木
工
芸
作
家
な
ら
一
目
見
て
す
ぐ
に
わ
か
る
職
人
の
手
技
で
は
あ
る

が
、
そ
れ
を
言
葉
で
説
明
で
き
る
の
は
限
ら
れ
た
眼
と
文
才
の
持
ち
主
に
限
ら
れ

る
だ
ろ
う
。
若
い
頃
美
術
史
だ
け
で
な
く
古
今
の
文
芸
を
講
じ
ラ
テ
ン
語
も
よ
く

し
た
プ
エ
ラ
ー
リ
は
、
自
身
の
言
う
「
現
象
学
」
の
手
法
で
そ
れ
を
試
み
て
み
ご

と
に
そ
れ
を
な
し
た
。

　

し
か
し
今
も
タ
ル
シ
ア
の
新
史
料
の
探
索
が
続
い
て
い
る
イ
タ
リ
ア
で
、
プ
エ

ラ
ー
リ
は
影
が
薄
く
な
っ
た
よ
う
だ
。
と
は
言
え
タ
ル
シ
ア
研
究
の
歴
史
は
ま
だ

一
世
紀
に
も
満
た
な
い
。
そ
の
よ
う
な
新
し
い
研
究
分
野
だ
か
ら
こ
そ
美
的
評
価

と
史
料
研
究
が
協
力
し
あ
っ
て
一
層
稔
り
あ
る
成
果
が
期
待
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
事

実
タ
ル
シ
ア
研
究
史
は
こ
の
線
上
に
展
開
し
て
き
た
（
後
掲
「
タ
ル
シ
ア
参
考
文

献
」）。
史
料
の
発
掘
・
評
価
と
タ
ル
シ
ア
の
美
的
評
価
は
あ
い
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
く
、
プ
エ
ラ
ー
リ
自
身
も
新
し
い
史
料
提
示
に
ペ
ー
ジ
を
費
や
し
て
い
る
の

は
テ
キ
ス
ト
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
創
作
と
批
評
と
歴
史
の
交
点
に
プ
エ
ラ
ー
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リ
の
基
軸
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
半
世
紀
前
の
プ
エ
ラ
ー
リ
の
テ
キ
ス
ト
は
こ
れ

か
ら
も
古
び
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
意
義
を
認
め
て
訳
者
は
テ
キ
ス
ト
を
選
ん
だ
。
タ
ル
シ
ア
に
関
心

の
あ
る
方
、
工
芸
家
・
芸
術
家
、
美
学
芸
術
学
の
学
生
、
思
想
史
の
関
係
者
ほ
か

に
広
く
読
ん
で
い
た
だ
き
、
ま
だ
正
し
く
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
タ

ル
シ
ア
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
イ
タ
リ
ア
の
各
地
で
タ
ル
シ
ア
を
味
わ
う
た
め

の
ハ
ー
ド
だ
が
本
物
の
ガ
イ
ド
と
し
、
ま
だ
十
分
に
解
き
明
か
さ
れ
て
い
な
い
課

題
―
た
と
え
ば
、
タ
ル
シ
ア
の
現
場
＝
環
境
、
タ
ル
シ
ア
の
ニ
ス
、
素
材
表
象
と

表
現
表
象
の
関
係
、
大
き
く
言
え
ば
つ
く
り
物
の
真
に
つ
い
て
―
が
眠
っ
て
い
る

タ
ル
シ
ア
に
つ
い
て
議
論
が
深
め
ら
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

プ
エ
ラ
ー
リ
と
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
ク
レ
モ
ナ

　

昨
二
〇
一
七
年
、『
ア
ル
フ
レ
ー
ド
・
プ
エ
ラ
ー
リ
と
《
イ
ル
・
ク
レ
モ
ネ
ー

ゼ1715

》』
と
題
し
た
プ
エ
ラ
ー
リ
の
伝
記
が
出
版
さ
れ
た
（M

atteo M
orandi, 

A
lfredo Puerari e il C

rem
onese 1715

）（
図
24
）。
ミ
ラ
ノ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、

マ
ン
ト
ヴ
ァ
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
と
い
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
の
栄
え
た
北
部
主
要

都
市
の
は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、
バ
イ
オ
リ
ン
製
作
以
外
に
見
る
べ
き
産
業
を
も
た
な

い
今
日
の
小
都
市
ク
レ
モ
ナ
で
プ
エ
ラ
ー
リ
の
伝
記
は
喜
び
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ

た
。
そ
の
二
年
前
の
二
〇
一
五
年
は
ス
ト
ラ
デ
ィ
バ
リ
の
名
器
《
イ
ル
・
ク
レ
モ

ネ
ー
ゼ1715

》
の
製
作
か
ら
数
え
て
三
百
年
目
に
あ
た
り
、
時
機
を
と
ら
え
た

こ
の
出
版
は
《
イ
ル
・
ク
レ
モ
ネ
ー
ゼ 1715

》
の
里
帰
り
に
貢
献
し
た
プ
エ
ラ
ー

リ
の
公
的
活
動
を
中
心
に
そ
の
足
跡
を
て
い
ね
い
に
た
ど
っ
て
い
る
。
第
二
次
大

戦
後
の
ク
レ
モ
ナ
市
立
美
術
館
長
と
ク
レ
モ
ナ
観
光
局
長
と
し
て
の
多
面
的
な
仕

事
が
プ
エ
ラ
ー
リ
の
公
的
活
動
の
中
心
に
置
か
れ
る
が
、
今
回
の
翻
訳
テ
キ
ス
ト

で
参
考
に
な
る
の
は
美
術
史
家
ア
ル
フ
レ
ー
ド
の
出
自
を
問
う
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

一
九
〇
七
年
の
出
生
の
時
か
ら
説
き
起
こ
し
、
ミ
ラ
ノ
大
学
と
ロ
ー
マ
大
学
で
の

研
鑽
（
彼
は
ア
ド
ル
フ
ォ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
と
ピ
エ
ト
ロ
・
ト
エ
ス
カ
に
美
術

史
学
を
学
ん
だ
）、
近
代
的
文
芸
批
評
を
確
立
し
た
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
を
テ
ー
マ

と
す
る
卒
業
論
文
の
執
筆
と
歴
史
・
詩
と
文
芸
へ
の
傾
倒
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
す

る
忠
誠
の
拒
否
と
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
へ
の
参
加
と
い
う
、
二
〇
世
紀
前
半
に
青
年
期

を
送
っ
た
す
ぐ
れ
た
モ
ラ
リ
ス
ト
＝
知
識
人
と
し
て
の
魅
力
的
な
プ
エ
ラ
ー
リ
像

は
訳
者
に
は
と
て
も
新
鮮
で
か
つ
学
ぶ
べ
き
点
を
多
く
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
く
わ
し
い
評
伝
の
内
容
に
つ
い
て
は
同
書
に
ゆ
ず
り
、
次
に
テ
キ
ス
ト

の
舞
台
で
あ
る
ク
レ
モ
ナ
に
つ
い
て
訳
者
の
目
で
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

＊　

＊　

＊

　

プ
エ
ラ
ー
リ
の
郷
市
ク
レ
モ
ナ
は
地
理
的
・
歴
史
的
に
木
工
芸
の
街
と
な
る
条

件
を
そ
な
え
て
い
た
。
ポ
ー
河
と
エ
ミ
リ
ア
街
道
に
沿
っ
た
イ
タ
リ
ア
北
部
、
と

く
に
北
に
ア
ル
プ
ス
、
南
に
ア
ペ
ニ
ン
山
脈
を
望
む
広
大
な
平
原
に
広
が
る
ロ
ン

バ
ル
デ
ィ
ア
、
エ
ミ
リ
ア
＝
ロ
マ
ー
ニ
ャ
、
ヴ
ェ
ネ
ト
諸
州
の
諸
都
市
―
ミ
ラ
ノ
、

ヴ
ェ
ル
ガ
モ
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
、
ク
レ
モ
ナ
、
マ
ン
ト
ヴ
ァ
、
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
、
パ

ル
マ
、
モ
デ
ナ
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
―
は
木
材
の
集
散
地
で
あ
り
、
宮
廷
文
化
を
育
ん

だ
古
都
で
あ
っ
た
。

　

ク
レ
モ
ナ
を
楽
器
製
作
の
街
と
し
て
栄
え
さ
せ
た
の
も
こ
の
よ
う
な
北
部
の
自

然
と
歴
史
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
抜
き
に
は
語
れ
な
い
。
そ
し
て
プ
エ
ラ
ー
リ

が
テ
ー
マ
と
す
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
も
ま
た
、
こ
の
森
林
文
化
を
背
景
に

し
て
生
ま
れ
た
。
タ
ル
シ
ア
作
家
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
の
街
か
ら
多
く
の
街
に
木

材
調
達
の
旅
に
出
た
。
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ダ
・
レ
ン
デ
ィ

ナ
ー
ラ
兄
弟
の
資
材
調
達
の
記
録
（
テ
キ
ス
ト
註
５
）
に
も
兄
弟
が
丁
稚
を
ボ
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ロ
ー
ニ
ャ
に
や
ら
せ
る
箇
条
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
街
に
は
材
木
屋
や
大
工
ら
が
軒

を
連
ね
、
タ
ル
シ
ア
の
職
人
が
少
な
か
ら
ず
い
た
（W

ilm
ering 1999

）。

　

ク
レ
モ
ナ
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
ほ
か
に
、
傑
出
し
た
タ
ル
シ
ア
作
家
ア
ゴ
ス

テ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
マ
ル
キ
（
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
サ
ン
・
ペ
ト
ロ
ー
ニ
オ
教
会
コ
ー
ロ

の
作
者
）
や
パ
ン
タ
レ
オ
ー
ネ
・
デ
・
マ
ル
キ
（
チ
ェ
ル
ト
ー
ザ
・
デ
ィ
・
パ

ヴ
ィ
ー
ア
の
コ
ー
ロ
の
作
者
）
ら
を
生
ん
だ
街
で
あ
り
、
十
五
世
紀
前
半
の
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
で
生
ま
れ
た
透
視
画
＝
タ
ル
シ
ア
は
世
紀
後
半
の
北
部
で
豊
か
な
展
開

を
見
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
パ
ド
ヴ
ァ
、
モ
デ
ナ
、
パ
ル
マ
の
ダ
・
レ
ン
デ
ィ

ナ
ー
ラ
兄
弟
、
ベ
ル
ガ
モ
の
カ
ポ
フ
ェ
ッ
リ
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
フ
ラ
・
ジ
ョ
ヴ
ァ

ン
ニ
、
そ
し
て
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
と
同
郷
の
二
人
の
デ
・
マ
ル
キ
。
北
部
が
タ
ル
シ

ア
史
の
一
世
紀
に
な
し
た
貢
献
は
計
り
知
れ
な
い
。
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア

の
場
合
、
近
隣
の
マ
ン
ト
ヴ
ァ
宮
廷
と
そ
れ
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ

家
（
ミ
ラ
ノ
）
の
文
化
的
雰
囲
気
も
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
を
プ
エ
ラ
ー
リ
自
身

が
指
摘
し
て
い
る
。
タ
ル
シ
ア
は
木
と
人
文
主
義
文
化
と
の
融
合
で
あ
る
。
七
〇

年
代
に
近
隣
の
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
よ
る
サ
ン
ト
・
ア
ン
ド
レ
ア
教

会
の
改
修
が
続
け
ら
れ
、そ
の
『
建
築
書
』
は
一
四
八
五
年
に
出
版
さ
れ
た
。
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
絵
画
と
ヴ
ェ
ネ
ト
の
絵
画
を
つ
な
ぐ
と
み
な
さ
れ
る
マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
の

作
品
が
同
じ
マ
ン
ト
ヴ
ァ
で
見
ら
れ
た
（「
夫
婦
の
間
」
の
壁
画
）。
北
部
の
小
都

市
ク
レ
モ
ナ
に
タ
ル
シ
ア
作
家
が
活
躍
す
る
条
件
は
整
っ
て
い
た
。
木
材
、
パ
ト

ロ
ン
（
教
会
と
宮
廷
）、
木
工
職
人
、
そ
し
て
人
文
主
義
文
化
が
そ
れ
で
あ
る
。

プ
エ
ラ
ー
リ
の
主
な
著
作

1948　

A
lfredo Puerari, M

ostra di antiche pitture dal X
IV

 al X
IX

 secolo, 

C
rem

ona 1948.

1951　

―, La Pinacoteca di C
rem

ona, Firenze 1951.

1953　

―, D
ue dipinti di V

incenzo C
am

pi, Paragone, 37, p.41-45, 

1953.

1955　

A
lfredo Puerari/B

runo Stefani, C
rem

ona, M
ilano 1955.

1960　

A
lfredo Puerari, Il M

useo C
ivico di C

rem
ona, M

ilano 1960.

1967　

―, Le tarsie del Platina, C
rem

ona 1967.

1967　

―,  B
occaccino, M

ilano 1967.

1968　

―, A
.M

.Panni e G
.B

.Zaist nella storia della critica artistica 

di C
rem

ona, Paragone, 225, pp.20-43, 1968. 

1971　

―,  Il D
uom

o di C
rem

ona, M
ilano 1971.

1975　

―,  R
accolte artistiche: terrecotte, sculture in m

arm
o e 

in pietra, pavim
enti in m

osaico e in cotto, ferri battuti, m
iniature, 

tarsie, sculture in legno, terrecotte francesi, sm
alti, disegni, C

rem
ona 

1975. 

1983　

A
.Puerari/B

.Stefani, Sabbioneta, M
ilano 1983.　

1985　

A
lfredo Puerari, M

usei a C
rem

ona, C
rem

ona 1985.

タ
ル
シ
ア
参
考
文
献
抄

　

プ
エ
ラ
ー
リ
の
テ
ー
マ
に
即
し
て
タ
ル
シ
ア
の
素
材
と
技
法
に
関
す
る
研
究
と

史
料
、
タ
ル
シ
ア
研
究
史
上
画
期
を
な
し
た
研
究
を
中
心
に
抄
録
し
た
。
こ
の
二

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。
訳
者
の
論
文
も
入
れ
た
。

1486 
M

atteo C
olacio, Laus perspectivae cori in aede sancti A

ntoni 

Patavi, M
atthaei C

olacii de verbo civilitate et de genere artis rhe-
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toricae in m
agnos rhetores V

ictorinum
 et Q

uintilianum
, Venezia, 

1486, c.328r-331v.

（
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
タ
ル
シ
ア
の
同
時

代
批
評
）

1568 
G

iorgio Vasari, Le vite de’più eccellenti...

﹇Le opere di G
iorgio Va-

sari, ed. M
ilanesi, Firenze 1906, tom

o I, Introduzione alle tre arti 

del disegno
―D

ella pittura, cap. X
V

II (del m
usaico di legnam

e, 

cioè delle tarsie...), pp.202-203.

﹈ 

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
（
森
田

義
之
ほ
か
監
修
）『
美
術
家
列
伝
』（
二
〇
一
四
年
〜
、
中
央
公
論
美
術
出

版
）
第
一
巻
絵
画
へ
の
序
論
第
三
十
一
章
（
森
田
義
之
訳
）、
八
九
頁
。

1942 
Francesco A

rcangeli, T
arsie, R

om
a 1942.

（
現
代
タ
ル
シ
ア
論
の
嚆

矢
）

1961 
A

ntonio Sartori, I cori antichi della chiesa del Santo e i C
anozi-

D
ell ’A

bate, Il Santo, anno I, m
aggio-agosto, fasc.2, 1961, pp.22-65.

（
パ
ド
ヴ
ァ
の
コ
ー
ロ
制
作
に
か
か
る
史
料
翻
刻
）

1965 
A

ndré C
hastel, R

enaissance m
éridionale Italie 1460-1500, Paris, 

1965, p.261. 

イ
タ
リ
ア
語
版I C

entri del R
inascim

ento, M
ilano, 

1965. 

ア
ン
ド
レ
・
シ
ャ
ス
テ
ル
（
摩
寿
意
善
郎
翻
訳
監
修
・
高
階
秀
爾
訳
）

『
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス 1460-1500

』（
新
潮
社
、一
九
六
八
年
）（
透

視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
に
つ
い
て
）

1967 
A

lfredo Puerari, Le tarsie del Platina, Paragone, nuova serie-25, 

205 A
rte, A

nno X
V

III-N
um

ero 205/25-m
arzo, 1967, pp.3-43 （

本
翻

訳
底
本
）

1979 
A

ndrea E
m

iliani, I m
ateriali e le istituzioni, Storia dell’arte italia-

na, v. I, Torino 1979, pp.98-162. （
後
半
で
芸
術
に
お
け
る
素
材
の
問
題

を
取
り
上
げ
る
） 

1982 
M

assim
o Ferretti, I m

aestri della prospettiva, Storia dell’arte ita-

liana, Torino 1982, vol. X
I, pp. 457-585.

（
透
視
画
の
マ
エ
ス
ト
ロ
に

か
か
る
は
じ
め
て
の
総
論
）

1987 
Francesca C

ortesi B
osco, Il coro intarsiato di Lotto e C

apoferri 

per la Santa M
aria M

aggiore di B
ergam

o, B
ergam

o 1987.

特
に

pp.180-201

（tecnica e stile

）（
画
家
ロ
ッ
ト
の
原
画
と
カ
ポ
フ
ェ
ッ
リ

の
タ
ル
シ
ア
の
関
係
）
お
よ
び
別
冊 Lettere e docum

enti　

1998 
C

hiara Savettieri, La Laus prospectivae di M
atteo C

olacio e la for-

tuna critica della tarsia in area veneta, R
icerche di storia dell’arte, 

vol.64, 1998, pp.5-22.

（M
atteo C

olacio 1486 

の
テ
キ
ス
ト
翻
刻
と
イ

タ
リ
ア
語
訳
を
含
む
）

1999 
A

ntoine M
.W

ilm
ering, Italian R

enaissance Intarsia and the C
on-

servation of the G
ubbio Studiolo ( T

he G
ubbio Studiolo and its C

on-

servation, vol.2), N
ew

 York 1999. 

特
に
第
一
章
（
タ
ル
シ
ア
作
家
の

素
材
と
道
具
）
と
第
二
章
（
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
タ
ル
シ
ア
技
法
）

2002 
G

abriele B
orghini/M

aria G
razia M

assafra (a cura di), Legni da 

ebanisteria, R
om

a 2002.

（
木
工
家
具
の
技
法
と
樹
種
に
つ
い
て
お
よ

び
詳
細
な
用
語
集
） 

2002- 
Il Legno nell’A

rte. tarsie e intagli d’Italia, T
reviso 2002-

（
タ
ル
シ

ア
と
木
工
芸
専
門
の
定
期
刊
行
物
）

2004 
Pier Luigi B

agatin, Le pitture lignee di Lorenzo e C
ristoforo da 

Lendinara, T
reviso 2004.

特
に
パ
ド
ヴ
ァ
と
モ
デ
ナ
に
お
け
る
ダ
・
レ

ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
制
作
を
論
じ
た
第
五
章
。
木
素
材
・
技
法
お
よ
び
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タ
ル
シ
ア
史
料
）

2008 
村
井
光
謹
・
上
田
恒
夫
『
表
象
と
素
材
の
は
ざ
ま
の
タ
ル
シ
ア
（
木
象
嵌
）』

（
科
研
報
告
書
、
金
沢
芸
術
学
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年
）

2009 
M

auro Lucco (a cura di), L’arm
adio intarsiato di G

iovanni Plati-

na, C
inisello B

alsam
o 2009. （

未
見
）

2012 

上
田
恒
夫
「
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
」（『
金
沢
美
術
工
芸
大

学
紀
要
』 no.56, 2012, 140(1)-126 (15)

頁
。

2013 
N

icola M
acchioni, L ’im

portanza diagnostica della determ
inazio-

ne delle specie legnose nello studio storico-artistico delle tarsie 
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図 1　クレモナ大聖堂旧蔵のアルマディオ（クレモナ市立美術館蔵）

図 2　クレモナ大聖堂の旧聖具室とアルマディオ（復元図）図 3　プラーティナ「エルベ広場（マント
ヴァ）」（上段左棹）
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図 4　プラーティナ「書物とガラス瓶のある静物」
（上段左棹）

図 5　プラーティナ「聖ヒエロニムス」（上段左棹）

図 6　プラーティナ「大天使ガブリエル」（上段右棹） 図 7　プラーティナ「受胎告知の聖母」（上段右棹）

図 8　プラーティナ「カンナと大工道具」（中段左棹）図 9　プラーティナ「建設中の建物」（中段左棹）
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図 10　プラーティナ「イサクの犠牲のある風景」（中
段左棹）

図 11　プラーティナ「リュートと果物鉢のある静
物」（中段右棹）

図 13　プラーティナ「家並みの道」（中段右棹） 図 12　プラーティナ「サント・アントニオ教会（パ
ドヴァ）」（中段右棹）

図 14　プラーティナ「牢獄（クレモナ）」（下段右棹）図 15　プラーティナ「ソルデッロ広場（マント
ヴァ）」（下段右棹）
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図 16　プラーティナ、アルマディオ
の扉裏のタルシア装飾（ア・トッポ）

図 17　木材の断面図（Borghini/Massafra 2002
より）
（上から）corteccia 皮層、libro 篩部、cambio 
形成層、alburno 辺材（白太）、durame 心材（赤
身）、midollo 髄、raggio midollo 放射出髄

図 18　クリストーフォロ・ダ・レンディナー
ラ「建築景観」（部分）（パルマ大聖堂聖具室）
　剥離したピースの下の地板に罫書きの線が見
える。（筆者撮影）

図 19　ゴンザーティの復元によるサント・アントニ
オ教会（パドヴァ）の旧コーロ（現失）（Bagatin 2004
より）これが取り壊された後ダ・レンディナーラ兄弟
の木造コーロが作られた。

図 20　クリストーフォロ・ダ・
レンディナーラ「福音書記者聖
マルコ」（モデナ大聖堂）（Bagatin 
2004より）
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図 21　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）　背後の黒材は「埋没ナラ」、あご
髭は通直の年輪の松材（photo: I Musei 
del Duomo di Modena）

図 22  クリストーフォロ・ダ・レン
ディナーラ「パドヴァの聖アントニウ
ス」（パリ、デ・バル氏旧蔵） （Longhi, 
Officina ferrarese, 1968 より）

図 23　バッチョ・ポンテッリ「ミネルヴァ」
（ウルビーノ、パラッツォ・ドゥカーレ）

図 24　《イル・クレモネーゼ 1715》を手にす
るプエラーリ（M. Morandi, Alfredo Puerari e 
il Cremonese 1715の表紙）

図 25　クレモナの日刊紙「民主戦線」編集長として
のプエラーリの身分証明書（1945年 5月、同書より）


