
【
翻

訳
】

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

　
　
　

―
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
の
コ
ー
ロ

―

ア
ル
フ
レ
ー
ド
・
プ
エ
ラ
ー
リ

訳
　

上

田

恒

夫
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ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
の
聖
コ

ー

ロ

職
者
祈
祷
席
を
か
ざ
る
無
数
の
細
や
か
な
幾
何
学
モ

チ
ー
フ
（
図
26
下
）
は
空ホ
ロ
ル
・
ヴ
ァ
ク
イ

間
恐
怖
の
裏
返
し
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
タ
ル
シ
ア
の

技
で
あ
っ
た
。
聖
職
者
祈
祷
席
の
躯
体
に
内
的
な
ま
と
ま
り
を
つ
け
る
装コ
ー
ニ
ス

飾
枠
、

そ
し
て
そ
の
間
に
配
列
さ
れ
た
大
小
の
画
面
が
あ
る
。
生
彩
と
輝
き
に
富
ん
だ
タ

ル
シ
ア
画
に
、
赤
と
白
の
菱
形
プ
リ
ズ
ム
の
床
モ
ザ
イ
ク
と
、
コ
ー
ロ
の
上
端
の

金
色
の
彫
り
物
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
内
陣
の
立
面
図
と
の
正
確
な
関
係
を
は

か
っ
て
タ
ル
シ
ア
画
の
構
想
は
立
て
ら
れ
た
。
事
実
、
タ
ル
シ
ア
画
の
背フ
ォ
ン
ド地
に
見

る
色
彩
の
相
互
関
係
は
統
一
的
な
観
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
製

作
だ
け
で
な
く
コ
ー
ロ
全
体
の
構
想
に
も
任
を
負
う
棟
梁
で
あ
る
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ

の
仕
事
で
あ
っ
た
。

タ
ル
シ
ア
画
の
主
題
な
ら
び
に
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
の
ヴ
ェ
ネ
ト
絵
画
に
関
心
を
寄

せ
る
優
れ
た
表
現
は
、
成
熟
し
た
ク
レ
モ
ナ
美
術
の
反
映
で
あ
る
。
そ
の
建
築
街

景
画
に
は
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
へ
の
郷
愁
を
と
も
な
っ
て
進
行
し
て
い
た
革
新
と
し

て
、
中
世
の
街
景
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
街
景
を
接
ぎ
木
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
も
は

や
な
く
、
両
者
を
分
け
へ
だ
て
な
く
ひ
と
つ
の
文
化
と
し
て
受
け
入
れ
よ
う
と
す

る
意
識
が
表
れ
て
い
る
。
雰
囲
気
は
う
ち
と
け
、
風
景
は
ゆ
っ
た
り
と
広
が
る
大

地
を
取
り
入
れ
て
い
る
。
静
物
は
描
か
れ
た
対
象
の
す
ぐ
れ
た
品
格
と
技
巧
を
こ

ら
し
た
素
材
の
処
理
と
を
め
ど
に
し
て
い
る
（「
十
字
架
と
郊
外
の
小
道
」、
図

27
）。
人
物
は
自
然
主
義
特
有
の
フ
ォ
ル
ム
の
調
子
を
和
ら
げ
て
い
る
。
原
カ
ル
ト
ー
ネ画
を

提
供
し
た
三
人
の
画
家
が
こ
こ
で
出
会
っ
た
そ
の
時
期
と
文
化
環
境
を
論
じ
る

と
い
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
コ
ー
ロ
を
帰
着
点
と
し
た
当
時
の
ク
レ
モ

ナ
の
芸
術
動
向
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
批
評
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
別
の
観

点
か
ら
言
え
ば
、
時
代
状
況
を
正
確
に
映
し
出
す
タ
ル
シ
ア
画
制
作
の
全
場
面

で
異
な
る
人
物
が
出
会
っ
た
と
い
う
出
来
事
は
、
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
身
廊
の
壁
画

（
一
五
一
四
〜
一
五
一
九
﹇
制
作
は
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ー
ノ
・
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ー
ノ
ほ
か
﹈）
及

び
サ
ン
・
シ
ジ
ス
モ
ン
ド
教
会
の
壁
画
﹇
同
じ
く
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ー
ノ
作
﹈
で
も
繰
り

返
さ
れ
る
と
い
う
事
を
意
味
す
る
。
と
す
れ
ば
こ
れ
は
、
芸
術
的
発
展
を
遂
げ
た

ク
レ
モ
ナ
の
成
果
で
あ
り
、
コ
ー
ロ
に
お
い
て
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
そ
の
人
の
功
績

で
あ
る
。
マ
ン
ト
ヴ
ァ
出
身
の
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
は
タ
ル
シ
ア
作
家
だ
っ
た
父
の
工

房
に
学
び
、
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
レ
ー
ラ
﹇
ク
レ
モ
ナ
の
建
築
家
、
十
五
世

紀
後
半
〜
一
五
一
八
﹈
と
協
力
し
て
制
作
に
当
た
っ
た
。
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
は
ク
レ
モ

ナ
の
画
家
た
ち
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
、
北
イ
タ
リ
ア
の
幅
広
い
絵
画
動
向
に
目

を
向
け
、
単
調
に
陥
っ
て
い
た
タ
ル
シ
ア
画
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
新
風
を
送
り
込

む
こ
と
に
成
功
し
た
。

原
画
を
木
画
に
翻
案
す
る
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
表
現
媒
体
﹇
木
材
﹈
と
技
法

に
つ
い
て
の
自
覚
を
は
っ
き
り
と
際
だ
た
せ
る
判
断
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
せ

り
ふ
な
し
の
見
る
演
劇
と
も
い
う
べ
き
ト
ロ
ン
プ
＝
ル
イ
ユ
の
透
視
画
﹇
タ
ル
シ

ア
画
﹈
は
、
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
な
っ
た
創
作
の
知
恵
の
発
見
を
讃
え
、
消
失

点
つ
き
の
芝
シ
ェ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
ア

居
絵
に
、
こ
れ
を
惜
し
み
な
く
多
用
す
る
。
画
家
た
ち
は
こ
の
木

工
芸
の
マ
エ
ス
ト
ロ
た
ち
が
何
を
求
め
て
い
る
か
、
ま
た
コ
ー
ロ
の
場
合
、
そ
れ

に
配
列
さ
れ
る
べ
き
絵
は
コ
ー
ロ
全
体
の
観
点
か
ら
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

る
か
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

タ
ル
シ
ア
画
が
順
調
に
絵
画
の
三
次
元
空
間
に
近
づ
い
て
絵
ら
し
く
な
る
に
つ

れ
て
、
画
面
を
く
く
る
装
飾
枠
は
、
実
景
か
と
見
ま
ご
う
空
間
秩
序
の
中
に
展
開

す
る
主
題
を
周
囲
か
ら
切
り
離
し
孤
立
さ
せ
、
こ
れ
に
透
視
図
的
ニ
ッ
チ
と
い
う

べ
き
モ
チ
ー
フ
、
す
な
わ
ち
ア
ー
チ
や
窓
や
戸
棚
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
、
祈ス
タ
ッ
ロ

祷
席
の
起
源
た
る
ゴ
シ
ッ
ク
末
期
の
エ
デ
ィ
ー
コ
ラ
﹇
タ
ル
シ
ア
画

の
聖
像
を
荘
厳
す
る
た
め
の
立
体
的
な
ニ
ッ
チ
﹈
の
再
来
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
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に
、
描
く
対
象
を
枠
組
み
の
図
式
に
ふ
さ
わ
し
く
編
成
す
る
の
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ

の
仕
事
で
あ
っ
た
。

街
景
を
枠
取
り
す
る
建
築
モ
チ
ー
フ
の
も
と
と
な
っ
た
実
際
の
建
築
様
式
と
、

画
面
に
描
か
れ
た
建
築
の
様
式
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
レ
ン
ガ
の
疑

似
壁
か
ら
飛
び
出
し
た
破
テ
ィ
ン
パ
ナ
ム

風
つ
き
の
窓
（
図
28
）、
ア
ー
チ
つ
き
の
窓
、
片
開
き

な
い
し
両
開
き
の
窓
扉
は
タ
ル
シ
ア
画
に
広
く
採
用
さ
れ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
で
あ

り
、
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
は
タ
ル
シ
ア
画
の
構
想
と
原
画
の
様
式
と
の
新
た
な
接
点
と

し
て
、
こ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
を
入
れ
る
よ
う
協
力
者
た
る
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・

デ
・
レ
ー
ラ
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
チ
コ
ニ
ャ
ー
ラ
﹇
ク
レ
モ
ナ
の
画
家
、
一
四
八
〇
〜

一
五
〇
〇
活
動
﹈、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
ラ
・
コ
ル
ナ
﹇
十
五
世
紀
後
半
の
画
家
。
ミ
ラ

ノ
で
壁
画
を
描
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
。
生
没
年
不
詳
﹈
に
求
め
る
。
デ
ッ
サ
ン

と
聖
職
者
祈
祷
席
の
躯
体
の
設
計
に
先
立
っ
て
、
画
面
構
成
を
ど
う
す
る
か
に
つ

い
て
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
か
ら
彼
ら
に
提
案
が
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
う
で
な

か
っ
た
ら
、
原
画
を
タ
ル
シ
ア
画
に
翻
案
す
る
さ
い
に
な
ぜ
個
性
の
違
う
三
人
の

画
家
が
同
時
に
こ
こ
に
い
る
か
が
説
明
で
き
な
い
。
三
人
の
個
性
の
違
い
を
消
し

て
表
現
を
統
一
し
、
黄
金
比
に
も
と
づ
く
構
成
シ
ス
テ
ム
を
も
っ
て
全
体
的
色
彩

構
成
に
統
一
を
も
た
ら
す
の
が
、
原
画
を
タ
ル
シ
ア
画
へ
翻
案
す
る
作
業
な
の
で

あ
る
。
構
成
の
似
た
画
面
と
そ
う
で
は
な
い
画
面
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
計
っ
た
配
列

は
コ
ー
ロ
の
厳
密
な
数
学
的
＝
幾
何
学
的
構
造
か
ら
導
か
れ
る
。
コ
ー
ロ
全
体
の

絵
画
構
想
の
演
出
家
で
あ
る
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
は
、
原
デ
ィ
セ
ー
ニ
ョ
画
が
求
め
る
前
提
﹇
様
式
の

違
い
﹈
を
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
か
っ
た
。

後ト
リ
ブ
ー
ナ

陣
の
半
円
形
平
面
に
沿
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
タ
ル
シ
ア
画
を
見
渡
す
と
、
明
る
い
背
地
の
画
面
の
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

す
な
わ
ち
総
計
四
十
五
画
面
の
う
ち
で
、
背
地
の
全
体
が
明
る
い
画
面
は
二
十
、

そ
れ
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
っ
て
背
地
の
全
体
が
黒
一
色
の
画
面
は
七
、
上
下
二

分
割
し
た
構
図
の
上
下
と
も
地
黒
の
画
面
は
十
三
で
あ
る
（
図
29
）。
そ
し
て
地

が
黒
と
白
の
五
画
面
の
そ
れ
ぞ
れ
が
一
組
九
画
面
の
中
で
副
旋
律
な
い
し
休
止
符

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
た
だ
し
右
に
偏
っ
た
半
円
形
プ
ラ
ン
の
側
で
は
一

組
九
画
面
の
な
か
で
は
そ
れ
が
二
度
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
不
動
の
幾

何
学
的
秩
序
の
な
か
に
、
対
立
物
﹇
上
記
五
画
面
﹈
を
等
価
と
認
め
て
受
け
入
れ

コ
ー
ロ
全
体
の
調
子
の
統
一
を
は
か
る
リ
ズ
ム
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
秩
序

に
よ
る
構
成
の
意
義
は
、
視
覚
的
調
整
と
し
て
の
透
視
遠
近
法
の
機
能

―
右
側

へ
偏
っ
た
ア
プ
シ
ス
に
対
応
し
て
コ
ー
ロ
の
内
容
た
る
タ
ル
シ
ア
が
行
う
視
覚
的

調
整
の
機
能

―
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
事
実
、コ
ー
ロ
の
右
半
分（
図

29
の
ｅ
―

ｄ
）（
こ
の
図
は
画
面
間
の
明
と
暗
の
調
子
の
違
い
を
模
式
的
に
作
図
し

た
も
の
で
、
コ
ー
ロ
の
実
際
の
形
は
図
30
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
）
で
は
、
黒
の

背
地
の
画
面
に
対
し
て
明
る
い
背
地
の
画
面
が
多
く
、三
画
面
を
一
単
位
と
し
て
、

コ
ー
ロ
が
内
側
に
縮
ん
で
見
え
る
の
を
防
い
で
い
る
。
反
対
に
、
コ
ー
ロ
の
左
側

で
は
逆
の
効
果
を
黒
の
背
地
の
画
面
が
果
た
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ア
プ
シ
ス

の
梁
間
の
角
柱
の
付
近
で
、
タ
ル
シ
ア
画
の
背
地

―
コ
ー
ロ
左
右
の
不
均
衡
に

応
じ
て
画
面
の
明
と
暗
の
配
列
に
随
時
変
化
を
も
た
せ
る

―
は
コ
ー
ロ
の
始
ま

る
直
線
的
配
列
部
分
か
ら
、
見
せ
ど
こ
ろ
で
あ
る
奥
の
湾
曲
部
へ
と
無
理
な
く
移

行
す
る
役
割
を
果
た
し
、
明
と
暗
の
調
子
の
入
れ
替
わ
り
に
よ
っ
て
平
面
上
の
動

き
を
生
ん
で
い
る
。

十
六
世
紀
に
当
初
の
位
置
か
ら
﹇
前
方
の
祭
壇
側
に
﹈
移
さ
れ
る
ま
で
は
、
祈
祷

席
列
の
逓
減
す
る
立
面
﹇
上
列
の
祈
祷
席
は
下
列
の
祈
祷
席
よ
り
後
ろ
に
あ
る
﹈
は
、

ア
プ
シ
ス
﹇
コ
ン
ク
﹈
が
描
く
想
像
上
の
円
環
か
ら
分
離
さ
れ
、
ビ
テ
リ
ウ
ム
の

高
さ
を
強
く
印
象
づ
け
る
二
つ
の
ス
テ
ッ
プ
﹇
身
廊
か
ら
祭
壇
の
あ
る
プ
レ
ス
ビ
テ



139

五　浦　論　叢　第　26　号

リ
ウ
ム
ま
で
に
ス
テ
ッ
プ
が
二
か
所
あ
る
﹈
の
向
こ
う
に
続
く
上
行
運
動
の
終
点
を
な

し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
﹇
図
30a
も
参
照
﹈。
ま
だ
豊
か
な
装
飾
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
当
時
の
大
聖
堂
の
内
部
﹇
今
見
る
大
祭
壇
や
壁
画
群
は
十
六
世
紀
の
も
の

で
あ
る
﹈
に
あ
っ
て
、
コ
ー
ロ
の
色
彩
は
無
装
飾
の
ま
ま
だ
っ
た
壁
を
前
に
し
た
、

装
飾
構
想
の
先
取
り
で
あ
っ
た
。
後
に
主
身
廊
上
部
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
壁
面
に
新
た

に
壁
画
が
描
か
れ
る
の
と
状
況
を
同
じ
く
し
て
、﹇
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ウ
ム
と
比
べ
て
﹈

河
床
の
よ
う
に
広
く
低
い
主
身
廊
が
ル
ネ
サ
ン
ス
的
空
間
構
成
の
実
現
を
用
意
し

た
。
壁
画
と
は
異
な
る
も
う
ひ
と
つ
の
創
作
と
し
て
、
観
客
の
目
を
大
胆
に
あ
ざ

む
く
視
覚
の
更
新
が
コ
ー
ロ
に
お
い
て
実
現
す
る）

28
（

。

個
々
の
タ
ル
シ
ア
画
の
絵
画
空
間
が
は
る
か
遠
く
に
ま
で
伸
長
し
た
結
果
、
先

に
見
た
聖ア
ル
マ
デ
ィ
オ

具
戸
棚
﹇
前
号
参
照
﹈
の
透
視
画
と
比
較
す
る
と
、
画
面
を
閉
じ
る
両

袖
の
垂
直
枠
は
細
く
な
っ
て
い
る
。
原
画
の
デ
ッ
サ
ン
を
相
応
に
尊
重
し
つ
つ

も
、
そ
れ
を
大
づ
か
み
に
展
開
し
て
、
あ
る
い
は
波
打
た
せ
、
あ
る
い
は
分
解
し
、

う
ね
ら
せ
て
、
調
子
を
途
切
れ
さ
せ
な
い
木マ
ッ
キ
ア肌

の
地
カ
ン
ポ

が
決
め
ら
れ
、
木ピ
ー
ス片

は
切

ら
れ
る
。
こ
う
し
て
切
り
取
ら
れ
た
光
沢
の
あ
る
材
は
、
絵
の
具
の
自
在
な
筆
致

に
た
と
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
精
妙
な
色
彩
を
生
み
出
す
。
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄

弟
に
つ
い
て
「
木
片
か
ら
木
片
へ
の
移
行
を
意
図
す
る
」
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
い
う

断
絶）

29
（

﹇
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
は
ピ
ー
ス
間
の
な
め
ら
か
な
移
行
よ
り
も
幾
何
学
的

フ
ォ
ル
ム
の
独
自
性
を
尊
重
し
た
﹈
か
ら
遠
く
隔
た
っ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
輪
郭

の
ピ
ー
ス
が
緊
密
に
結
び
つ
い
て
、
途
切
れ
な
く
の
び
や
か
な
面
を
つ
く
る
が
、

色
の
濃
さ
の
違
う
ピ
ー
ス
同
士
が
直
接
並
置
さ
れ
る
と
、
七
宝
の
肌
の
よ
う
に
見

え
る
。
木
が
、
絵
の
具
の
筆
致
、
輝
き
、
陰
影
、
半
調
子
、
破
調
に
近
づ
く
。
し

た
が
っ
て
材
の
性
質
と
そ
れ
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
形
象
の
意
味
と
の
あ
る
種
の
一

致
は
驚
く
ほ
ど
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
ば
杢
理
が
不
揃
い
で
多
孔
の
ク
ル

ミ
の
白
い
辺
材
（
白
太
）
の
場
合
、
郊
外
の
砂
を
敷
き
つ
め
た
わ
び
し
い
小
道
と

な
り
、
そ
れ
に
沿
っ
て
建
つ
陽
を
浴
び
た
築
地
塀
と
な
る
（
図
27
「
十
字
架
と
郊

外
の
小
道
」の
下
）。
つ
ま
り
自
然
の
木
肌
の
な
か
で
も
特
に
不
定
形
な
も
の
は
、

光
・
フ
ォ
ル
ム
・
色
の
具
体
的
意
味
を
帯
び
て
、
具
象
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
リ

ア
ル
な
表
現
世
界
の
一
員
と
な
る
。

例
え
ば
う
ま
く
描
か
れ
た
樹
木
が
木
素
材
で
表
現
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ

は
、
職
人
の
材
料
倉
庫
か
ら
選
ば
れ
た
材
の
ご
と
く
、
芸
術
的
な
意
図
に
よ
っ
て

木
肌
の
違
い
が
し
っ
か
り
選
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
聖ア
ル
マ
デ
ィ
オ

具
戸
棚

の
類
例
に
間
々
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
た
だ
生な
ま

の
木
材
か
ら
選
ん
で
済
む
と
い
う
も

の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
よイ
ミ
タ
ツ
ィ
オ
ー
ネ

い
見
立
て
は
熟
練
の
技
の
美
点
を
引
き
立
た
て
る
。

窓
の
一
枚
扉
や
二
枚
扉
の
、
鏡
の
よ
う
に
艶
や
か
に
ニ
ス
引
き
し
た
の
や
、
ク
ル

ミ
や
洋
ナ
シ
の
い
い
色
合
い
の
や
、
唐
草
模
様
の
フ
リ
ー
ズ
や
、
実
物
の
よ
う
に

見
え
る
箱
な
い
し
四
角
い
格
間
の
象
嵌
が
あ
る
。
ま
た
カ
エ
デ
材
の
リ
ュ
ー
ト
の

響
板
や
指
板
、
共
鳴
胴
の
丸
く
た
わ
ん
だ
細
い
板
や
六
角
形
の
小
箱
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
ど
れ
も
が
、
タ
ル
シ
ア
本
来
の
技
法
か
ら
出
て
家
具
と
楽
器
製
作
の
職
技

と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
は
北
側
﹇
左
側
﹈
の
タ
ル
シ
ア
画
に
お
い
て

―
最
初
の
い
く

つ
か
の
画
面
に
見
る
外
的
要
因
﹇
手
本
と
な
っ
た
先
行
す
る
タ
ル
シ
ア
画
の
図
像
﹈
の

制
約
は
別
に
し
て

―
違
い
の
は
な
は
だ
し
い
原
画
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
題
と
絵
画

様
式
を
も
の
と
も
せ
ず
、
生
来
の
表
現
技
法
を
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
使
用
し
尽
く
す
。

ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
レ
ー
ラ
の
建
築
様
式
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
ラ
・
コ
ル

ナ
の
自
然
主
義
的
絵
画
様
式
、
そ
し
て
ア
ン
ト
ニ
オ
・
チ
コ
ニ
ャ
ー
ラ
の
風
景
と

静
物
に
見
ら
れ
る
色
彩
重
視
の
様
式
は
、﹇
タ
ル
シ
ア
画
と
い
う
﹈
ひ
と
つ
の
絵
画

理
念
に
向
け
て
展
開
さ
れ
た
歴
史
的
造
形
の
意
味
の
集
成
で
あ
り
、
こ
の
理
念
の
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意
味
す
る
も
の
は
タ
ル
シ
ア
画
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
方
法
の
革
新
で
あ
っ
た
。

細
密
画
の
よ
う
な
ア
ン
ト
ニ
オ
・
チ
コ
ニ
ャ
ー
ラ
の
田
舎
風
景
や
山
岳
風
景
は

写
図
器
を
使
っ
て
タ
ル
シ
ア
画
に
拡
大
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
、
は
る
か
な
眺
望

を
象
嵌
で
精
妙
に
表
現
し
て
い
る
の
で
、
画
面
両
袖
の
人
気
の
な
い
高
台
や
谷
間

の
間
か
ら
眺
望
す
る
丘
や
小
川
か
ら
、
絵
の
具
が
し
た
た
る
ほ
ど
に
感
じ
ら
れ
る

（
図
31
「
風
景
」）。
鏡
ス
ペ
ッ
キ
オ板

の
水
平
ラ
イ
ン
に
沿
っ
て
鏡
板
を
対
照
的
に
配
列
す
る

原
則
に
し
た
が
い
つ
つ
、
俯
瞰
の
視
点
と
仰
視
の
視
点
を
交
互
に
繰
り
返
す
。
そ

の
様
式
の
素
ス
テ
ィ
レ
ー
マ
因
で
あ
る
平
行
線
と
櫛
状
の
線
も
、
チ
コ
ニ
ャ
ー
ラ
が
細
密
画
家
で

あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
。
木
材
の
色
に
輝
き
を
添
え
る
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
の

平
行
線
と
櫛
状
の
線
は
、「
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
城
」（
図
32
）
の
広
場
に
立
つ
二
人
の

貴
人
の
着
衣
の
布
地
の
輝
き
、
硬
く
伸
び
た
髪
の
ほ
か
、
書
物
の
半
透
明
の
木こ
ぐ
ち口

に
見
ら
れ
る
。
両
扉
の
合
わ
せ
目
（
図
33
「
チ
ェ
ス
ボ
ー
ド
、
本
、
果
物
」）
や
、

背
地
を
な
す
黒
の
ナ
ラ
材
の
年
輪
と
交
錯
す
る
鳥
や
う
さ
ぎ
を
入
れ
た
檻
網
（
図

34
）
で
は
、
自
然
の
木
肌
が
光
の
線
に
変
わ
る
。

ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
レ
ー
ラ
原
画
の
「
行
政
長
官
公
邸
の
中
庭
」（
図

35
）
で
は
、
空
間
に
空
気
を
通
わ
せ
ヴ
ェ
ネ
ト
絵
画
風
の
彩
り
を
添
え
る
濃
い

調
子
は
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
版
画
の
試
ア
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
・
レ
ッ
テ
ラ

し
刷
り
の
よ
う
な
暗
い
影
で
く
く
っ
た
輪
郭

と
強
い
明
暗
法
の
対
比
を
和
ら
げ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
太
陽
の
明
る
い
光
が
「
ピ

チ
ェ
ナ
ル
デ
ィ
の
塔
」（
図
36
）
と
「
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
・
ア
ル
・
ポ
ー
教
会
の
広
場
」

（
図
37
）
を
包
み
込
む
。「
ピ
チ
ェ
ナ
ル
デ
ィ
の
塔
」﹇
画
面
下
﹈
で
は
、
ゆ
っ
た
り

と
流
れ
る
色マ
ッ
キ
ア斑

の
な
か
に
新
し
い
色
が
加
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ

が
こ
こ
で
は
じ
め
て
効
果
的
に
使
い
こ
な
し
た
色
で
あ
り
、
そ
れ
に
ニ
ス
引
き
さ

れ
て
独
自
の
つ
や
を
生
ん
で
い
る
。
赤
い
ナ
ツ
メ
材
は
「
非
常
に
硬
く
赤
味
が
あ

り･･･

木
の
葉
や
人
物
な
ど
の
細
や
か
な
彫
り
物
に
適
し･･･

石
の
よ
う
な
輝
き

を
呈
す
る）

30
（

」。
明
る
い
光
が
単
色
を
他
の
色
に
変
え
る
。「
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
・
ア

ル
・
ポ
ー
教
会
」
の
横
の
家
や
半
月
堡
や
円
塔
の
屋
根
に
用
い
ら
れ
る
の
は
こ
れ

で
あ
る
。

木
材
に
は
な
い
色
が
現
れ
出
る
。
た
と
え
ば
白
ビ
ア
ッ
カ﹇

鉛
白
﹈
の
薄
が
け

―
こ
れ

は
ル
ー
ペ
で
見
な
い
と
識
別
で
き
な
い

―
は
光
の
当
た
っ
た
部
分
（
岩
肌
や
着

衣
）
の
輝
き
を
強
め
、
光
の
造
形
的
効
果
を
高
め
（
人
物
の
顔
）、
あ
る
い
は
特

殊
な
素
材
の
表
面
の
効
果
を
得
る
た
め
に
（「
司
教
聖
イ
メ
ー
リ
オ
」
の
手
袋
、

図
38
）、
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
が
用
い
た
方
法
で
あ
っ
た
。
薄
が
け
の
鉛
チ
ェ
ル
ッ
サ白
は
木
材
の

色
を
透
過
さ
せ
る
が
、
材
の
密
度
を
強
め
、
木
繊
維
の
筋
目
を
消
す
。
例
え
ば

チ
ェ
ス
ボ
ー
ド
の
マ
ス
目
の
白
（
そ
れ
は
白
で
は
な
く
明
る
い
黄
色
で
あ
る
）
に

見
る
よ
う
な
色
と
色
の
関
係
か
ら
生
じ
る
白
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
﹇
だ
か
ら

鉛
白
が
用
い
ら
れ
る
﹈。
洋
ナ
シ
材
の
色
に
褐
色
が
薄
く
塗
ら
れ
る
と
、
洋
ナ
シ
の

強
い
タ
ン
ニ
ン
質
が
塗
膜
の
効
果
を
高
め
る
（
祈
祷
席
を
分
か
つ
肘
の
黒
い
洋

ナ
シ
の
彫
り
物
は
す
べ
て
こ
れ
で
あ
る
）。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
木
の
色
味
は
白
、
黒
、

マ
ロ
ン
の
三
色
が
基
本
だ
と
し
た）

31
（

。
し
か
し
主
調
を
な
す
の
は
常
に
単
色
、
ま
た

は
さ
ま
ざ
ま
な
成
分
が
混
じ
り
あ
っ
て
調
和
す
る
二
色
で
あ
る
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ

ス
は
カ
エ
デ
材
に
つ
い
て
「
一
様
で
な
い
色
」
と
言
い
、
十
六
世
紀
の
ア
ン
グ
イ

ラ
ー
ラ
は
こ
れ
を
「
カ
エ
デ
は
見
え
な
い
部
分
に
さ
ま
ざ
ま
な
美
し
い
色
を
隠
し

て
い
る
」
と
解
釈
し
た）

32
（

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
木
材
の
色
を
、
混
ぜ
合
わ
せ

る
こ
と
の
で
き
る
絵
の
具
に
代
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
の
ア
ト
リ
エ
た
る
木

材
の
構
造
に
由
来
す
る
素
材
の
色
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

半
炭
化
し
た
ナ
ラ
材
﹇
埋
没
ナ
ラ
﹈

―
代
用
品
は
自
然
木
の
ナ
ラ
材
に
煤
と

蜜
蝋
を
塗
布
し
て
つ
く
る

―
は
鉱
物
質
の
黒
で
あ
る
が
、
木
材
の
組
織
を
保
っ

て
い
る
か
ら
マ
チ
エ
ー
ル
と
デ
ッ
サ
ン
を
は
ら
ん
で
い
る
。
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木
材
に
含
ま
れ
る
自
然
色
素
が
混
ざ
り
あ
っ
て
材
の
表
面
に
豊
か
な
調
子
が
生

ま
れ
る
。
し
か
し
、
絵
の
構
造
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
何
ら
か
の
処
理
が
木
材

に
ほ
ど
こ
さ
れ
る
と
、
透
視
画
の
空
間
も
、
光
に
変
じ
た
自
然
色
素
の
コ
ク
や
輝

き
も
弱
め
ら
れ
る
。
技
巧
を
弄
さ
な
い
タ
ル
シ
ア
画
に
、
ひ
と
つ
だ
け
事
後
的
処

理
が
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ン
ナ
が
け
し
た
だ
け
の
材
に
透
明
ニ
ス
を
塗
る
こ
と
で
あ

る
。
ニ
ス
引
き
に
よ
っ
て
自
然
の
木
肌
が
そ
の
ま
ま
タ
ル
シ
ア
画
に
変
換
さ
れ
る

が
、
し
か
し
自
然
と
フ
ォ
ル
ム
の
調
停
の
た
め
に
は
さ
ら
に
別
の
妥
協
が
必
要
で

あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
木
材
の
側
か
ら
自
律
的
絵
画
に
寄
り
添
う
の
で
は
な
く
、

原カ
ル
ト
ー
ネ

画
の
フ
ォ
ル
ム
を
敷
き
写
す
こ
と
を
旨
と
す
る
か
ら
、
フ
ォ
ル
ム
が
紋
切
り
型

に
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
マ
ル
キ
﹇
一
四
三
五
頃

頃
〜
一
五
〇
〇
年
以
後
。
ク
レ
ー
マ
出
身
の
木
工
芸
家
﹈
が
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
サ
ン
・
ペ

ト
ロ
ー
ニ
オ
教
会
の
聖
職
者
祈
祷
席
の
「
聖
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
」（
図
39
）
を
つ

く
っ
た
さ
い
、
髭
全
体
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
ポ
プ
ラ
の
板
材
か
ら
挽
き
出
し
て
か

ら
焼
き
ゴ
テ
で
細
部
の
髭
を
規
則
的
に
繰
り
返
し
て
表
現
し
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ

る
の
は
、
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
の
い
う
「
木
の
モ
ザ
イ
ク
」
と
か
「
小
片
を
寄
せ
集
め
て

輪
郭
を
作
る
鋭
角
の
境
界
」
で
は
な
く
、
顎
髭
も
ど
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

カ
ノ
ツ
ィ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ
ナ
ー
ラ
兄
弟
の
豊
か
な
顎
髭
と
見
え
た
も
の
は
木
片

か
ら
な
る
立
体
に
ほ
か
な
ら
ず
、
い
わ
ば
年
輪
の
あ
ら
わ
な
切
断
面
を
も
ち
い
て

デ
ッ
サ
ン
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
﹇
前
号
図
21
の
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ

ナ
ー
ラ
「
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
」
参
照
﹈。
と
こ
ろ
が
デ
・
マ
ル
キ
の
「
聖
ア
ン
ブ
ロ
シ

ウ
ス
」
は
特
殊
な
技
法
で
顔
を
描
い
た
つ
や
の
あ
る
板
で
あ
り
、
そ
の
顔
た
る

や
、
木
材
の
肌
あ
い
を
生
か
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
、
実
は
皮
膚
の
弛

み
や
皺
を
単
調
に
線
刻
し
た
に
す
ぎ
ず
、
で
っ
ぷ
り
し
た
聖
人
は
強
い
色
彩
対
比

の
欠
如
か
ら
来
る
鈍
さ
の
印
象
が
勝
り
、
重
み
を
失
っ
て
薄
っ
ぺ
ら
く
見
え
る
。

そ
れ
と
比
べ
る
と
、
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
「
聖
オ
モ
ボ
ー
ノ
」（
図
40
）﹇
十
二
世
紀

ク
レ
モ
ナ
出
身
の
商
工
業
の
守
護
聖
人
﹈
で
は
、
聖
像
は
強
い
色
彩
に
よ
っ
て
画
面

か
ら
飛
び
だ
さ
ん
ば
か
り
に
描
か
れ
、
パ
ー
ツ
を
み
ご
と
に
組
み
合
わ
せ
て
緊
張

感
を
た
だ
よ
わ
せ
た
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の
造
形
的
構
成
に
は
、
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
絵

画
的
意
図
に
お
い
て
、
デ
・
マ
ル
キ
の
「
聖
ア
ン
ブ
ロ
シ
ウ
ス
」
よ
り
は
る
か
に

マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
風
で
あ
る）

33
（

。

「
司
教
聖
イ
メ
ー
リ
オ
」﹇
ク
レ
モ
ナ
の
守
護
聖
人
。
六
世
紀
の
人
。
図
38
﹈
で
は
、

ポ
プ
ラ
材
に
鉛
チ
ェ
ル
ッ
サ白
を
塗
っ
た
部
分
（
司
教
冠
の
明
る
い
帯
状
材
・
顔
・
下
衣
・
手

袋
を
つ
け
た
手
・
司
教
杖
の
渦
巻
き
装
飾
）
に
同
じ
ポ
プ
ラ
材
の
篩ふ
る
い
ぶ部

が
使
わ
れ

て
い
る
が
、
斬
り
方
と
部
位
が
違
う
の
で
同
材
と
は
見
分
け
に
く
い
。
そ
れ
と
は

対
照
的
に
、
背
地
の
く
す
ん
だ
黒
か
ら
マ
ン
ト
の
ク
ル
ミ
材
の
茶
褐
色
に
至
る
ま

で
、
濃
い
色
合
い
の
木マ
ッ
キ
ア肌
が
選
ば
れ
て
い
る
。
薄
く
透
明
に
塗
ら
れ
た
鉛ビ
ア
ッ
カ白
は
描

写
さ
れ
た
モ
ノ
の
絵
画
的
表
面
を
整
え
、木
材
の
色
の
不
足
を
補
う
。そ
れ
に
よ
っ

て
、
手
袋
に
は
ビ
ロ
ー
ド
の
手
触
り
が
、
焼
き
砂
で
焦
が
し
て
明
暗
を
ほ
ど
こ
し

た
顔
に
は
大
理
石
の
よ
う
な
つ
や
が
与
え
ら
れ
る
。「
聖
オ
モ
ボ
ー
ノ
」
で
は
、

彫
像
の
よ
う
な
マ
ス
ク
は
当
時
流
行
の
巻
い
た
頭
巾
の
下
か
ら
現
れ
、
そ
こ
か
ら

二
枚
の
布
切
れ
が
垂
れ
下
が
る
。
そ
れ
は
静
物
画
の
一
片
と
し
て
見
ら
れ
た
衣
装

の
デ
ィ
テ
ー
ル
で
あ
る
。

「
受
胎
告
知
の
聖
母
」（
図
41
）
と
「
大
天
使
ガ
ブ
リ
エ
ル
」（
図
42
）
に
つ
い

て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
白
の
薄
が
け
は
、
聖
人
の
肌
を
な
め
ら
か
に
し
、
聖

母
の
外
衣
に
輝
き
を
与
え
、
大
天
使
の
ト
ゥ
ー
ニ
カ
の
明
度
を
高
め
、
各
所
で
木

の
明
暗
調
を
整
え
る
が
、
木
材
本
来
の
色
彩
対
比
を
そ
こ
ね
る
こ
と
は
な
い
。
し

か
し
鉛
チ
ェ
ル
ッ
サ白
は
む
や
み
に
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
原
画
の
芸
術
性
に
し
た

が
い
場
合
に
応
じ
て
控
え
め
に
使
わ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ナ
ル
デ
ィ
ー
ノ
・
デ
・
レ
ー
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ラ
が
原
画
を
担
当
し
た
と
考
え
ら
れ
る
街
景
図
に
は
彼
の
建
築
自
体
が
も
つ
強
い

絵
画
性
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
鉛ビ
ア
ッ
カ白

の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の

か
わ
り
、
大
聖
堂
と
大
塔
と
洗
礼
堂
を
一
望
に
お
さ
め
た
「
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
」

（
図
43
）
で
は

―
前
景
の
淡
い
色
の
レ
ン
ガ
か
ら
大
聖
堂
フ
ァ
サ
ー
ド
の
列
柱

や
そ
の
他
の
建
築
の
壁
体
に
至
る
ま
で

―
染
テ
ィ
ン
テ
ッ
ジ
ャ
ト
ゥ
ー
ラ

め
木
が
使
わ
れ
、こ
れ
に
よ
っ

て
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
デ
ラ
・
コ
ル
ナ
の
不
正
確
な
情
景
描
写
（
図
44
）
に
見
る
冷

た
い
灰
色
の
明
暗
が
木
画
に
翻
案
さ
れ
て
い
る
。
建
築
本
体
の
奥
行
き
表
現
の
欠

如
や
、
建
築
群
の
生
き
い
き
と
し
た
絵
画
的
表
現
の
欠
如
（
原
画
で
は
そ
れ
ら
は

確
か
な
色
彩
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
）
の
せ
い
で
、
鈍
く
青
白
い
表
面
は

単
調
な
配
色
の
な
か
に
沈
み
、
画
中
で
唯
一
の
暖
色
た
る
大
聖
堂
前
広
場
の
カ
バ

材
と
調
和
す
る
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ア
ン
ト
ニ
オ
・
チ
コ
ニ
ャ
ー
ラ
の
﹇
原
画
の
﹈
強
い
色
感
は

﹇
タ
ル
シ
ア
画
の
﹈
木
材
に
対
応
が
見
ら
れ
、
仕
上
げ
の
た
め
の
鉛ビ
ア
ッ
カ白

の
使
用
は
細

部
の
モ
デ
リ
ン
グ
と
技
巧
を
要
す
る
部
分
に
限
ら
れ
る
。
釣
り
人
（
図
28
「
釣
り

人
と
風
景
」）
の
上
着
と
長
靴
に
、「
ス
フ
ォ
ル
ツ
ァ
城
」（
図
32
）
で
は
修
道
僧

の
托
鉢
袋
と
馬
に
、
鉛
白
が
塗
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
し
か
し
そ
れ
は
樹
種

本
来
の
色
合
い
を
少
し
強
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

ヴ
ァ
ザ
ー
リ
は
十
六
世
紀
の
タ
ル
シ
ア
作
家
に
つ
い
て
「
し
か
し
そ
の
後
、
別
の

人
た
ち
は
硫
黄
の
油
や
昇
し
ょ
う
こ
う
す
い

汞
水
、
そ
し
て
砒
素
水
を
用
い
て
、
彼
ら
自
身
が
望
ん

だ
色
味
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
例
は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
サ
ン
・
ド
メ
ニ
コ

教
会
に
あ
る
フ
ラ
・
ダ
ミ
ア
ー
ノ
の
作
品
に
見
ら
れ
る
」
と
書
い
て
い
る）

34
（

。
確
か

に
フ
ラ
・
ダ
ミ
ア
ー
ノ
の
作
品
に
は
一
群
の
兵
隊
の
剣
、
兜
、
鎧
に
銀
灰
色
の

鉛ビ
ア
ッ
カ白
が
捺
し
て
あ
る
（
図
45
﹇
鉛
白
で
は
な
く
白し
ろ
め目
の
嵌
入
と
思
わ
れ
る
﹈）。
タ
ル
シ

ア
の
絵
画
的
表
現
に
つ
い
て
の
考
え
が
改
ま
り
代
用
材
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
結
果
、
地
板
に
使
う
樹
種
の
選
択
の
幅
が
狭
ま
っ
た
。
ク
レ
モ
ナ
生
ま
れ
の
パ

オ
ロ
・
サ
ッ
カ
﹇
ピ
ア
ー
デ
ナ
出
身
の
木
工
芸
家
、
一
五
四
九
歿
﹈
の
「
修
道
院
長
聖

ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
」（
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
は
動
物
の
守
護
聖
人
だ
っ
た
）（
図
46
）
に
は

も
は
や
前
代
の
透
視
画
的
表
現
は
認
め
ら
れ
ず
、
十
六
世
紀
の
様
式
に
よ
り
、
動

物
に
は
大
き
な
ポ
プ
ラ
材
が
、
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
と
建
物
に
は
一
枚
板
の
カ
バ
材
が

使
わ
れ
、
鈍
い
黒
の
背
地
に
は
ク
ル
ミ
材
が
使
わ
れ
て
い
る
。
描
写
対
象
の
形
が

一
枚
の
ピ
ー
ス
の
み
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
下
図
の
デ
ッ
サ
ン
は
抽
象
的

な
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
に
痕
跡
を
残
す
だ
け
に
な
り
、
木
に
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
敷
き
写

す
以
上
の
役
割
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
興
味
を
引

く
の
は
幾
分
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
風
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
像
で
あ
り
、
サ
ン
・
シ
ジ
ス

モ
ン
ド
教
会
内
陣
の
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ー
ノ
・
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ー
ニ
の
壁
画
様
式
と
の
関

係
を
考
え
た
く
な
る
。
事
実
パ
オ
ロ
・
サ
ッ
カ
は
、
こ
の
教
会
の
タ
ル
シ
ア
画
を

含
む
長ア
ル
チ
バ
ン
コ

椅
子
の
作
者
で
あ
っ
た
。

一
五
四
六
年
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
サ
ン
・
プ
ロ
ス
ペ
ロ
教
会
の
コ
ー
ロ
に

お
い
て
パ
オ
ロ
・
サ
ッ
カ
が
正
確
な
対
象
描
写
に
終
始
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
ク

リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
デ
・
ヴ
ェ
ネ
テ
ィ
イ
ス
﹇
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
コ
ー
ロ
の
移
設
と

調
整
に
も
関
わ
っ
た
木
工
芸
家
﹈
は
油
彩
画
風
の
表
現
を
す
で
に
我
が
も
の
と
し
て

い
た
。
こ
う
し
た
美
意
識
の
変
化
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
プ
ラ
ー

テ
ィ
ナ
が
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
の
コ
ー
ロ
の
タ
ル
シ
ア
画
で
忠
実
に
写
し
た
そ
の
手

本
で
あ
る
こ
の
レ
ッ
ジ
ョ
・
エ
ミ
リ
ア
の
多
数
の
作
品
に
知
ら
れ
る
と
お
り
で
あ

る
。し

か
し
、
ニ
カ
ワ
と
ニ
ス
の
使
用
は
と
も
に
タ
ル
シ
ア
画
の
表
現
の
必
要
か

ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
は
、
木
の
耐
久
性
を
高
め
、
と
く
に
木

繊
維
の
色
彩
、
密
度
、
輝
き
、
透
明
な
色
調
を
強
調
す
る
は
た
ら
き
が
あ
る
。
ク
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レ
モ
ナ
の
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
教
会
の
コ
ー
ロ
を
建
造
す
る
に
あ
た
っ
て

一
五
三
一
年
パ
オ
ロ
・
サ
ッ
カ
と
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
デ
・
ヴ
ェ
ネ
テ
ィ
ス
が

教
会
と
交
わ
し
た
委
託
契
約
書
は
「
透
明
で
美
し
い
ニ
ス
」
に
つ
い
て
触
れ
て
い

る）
35
（

。
そ
こ
に
は
、
伝
統
的
技
法
を
手
短
に
指
示
し
た
上
で
偽
の
木
材
は
決
し
て
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
注
文
主
の
強
い
意
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
修
道
僧
た

ち
は
純
正
材
を
使
っ
た
本
物
の
タ
ル
シ
ア
画
を
求
め
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
に

付
帯
条
項
を
つ
け
て
、
木
材
を
必
ず
見
せ
る
こ
と
、
ま
た
用
材
に
劣
材
を
交
え
て

は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
「
す
べ
て
タ
ル
シ
ア
の
技
法
で
制
作
し
終
え

た
画
面
は
、
前
述
し
た
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
僧
院
の
修
道
僧
に
完
成
前
の
状

態
で
見
せ
、
そ
れ
に
手
を
入
れ
二
回
カ
ン
ナ
が
け
し
て
か
ら
、
ニ
カ
ワ
を
四
、
五

回
手
に
と
り
、
透
明
で
美
し
い
ニ
ス
を
て
い
ね
い
に
塗
っ
て
見
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
に
対
し
て
は
司
教
座
聖
堂
参
事
会

員
は
こ
の
よ
う
な
保
証
は
求
め
な
か
っ
た
が
、
使
用
さ
れ
た
材
は
「
よ
く
乾
燥
さ

せ
た
ク
ル
ミ
と
ポ
プ
ラ
（albera

）
の
良
材
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
素
材
の
求
め
る
形
を
実
現
す
る
た
め
に
共
有
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま

な
技
法

―
す
な
わ
ち
下
図
が
板
の
上
に
罫
描
き
で
転
写
さ
れ
、
ピ
ー
ス
が
接
着

さ
れ
均
さ
れ
、
ニ
カ
ワ
と
ニ
ス
が
塗
ら
れ
る
ま
で
の
技
法

―
を
こ
こ
に
再
現
す

る
こ
と
は
、
タ
ル
シ
ア
作
家
の
制
作
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
よ
く
知
る
の

に
役
立
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
作
業
は
ご
く
単
純
で
あ
り
、
用
い

ら
れ
る
手
法
は
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
古
文
献
に
す
で
に
説
か
れ
て
い
た
も

の
で
あ
る
。

「
タ
ル
シ
ア
の
技
法
で
制
作
す
る
仕
事
」
は
ニ
カ
ワ
で
接
着
さ
れ
る
が
、
そ
の

主
な
成
分
は
羊
の
チ
ー
ズ
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
カ
ノ
ツ
ィ
・
ダ
・
レ
ン
デ
ィ

ナ
ー
ラ
兄
弟
が
一
四
六
一
年
「
タ
ル
シ
ア
制
作
の
た
め
の
ニ
カ
ワ
用
チ
ー
ズ
」
を

購
入
し
た
と
す
る
未
刊
の
記
録
に
見
る
と
お
り
で
あ
り）

36
（

、
羊
の
チ
ー
ズ
が
使
わ
れ

る
の
は
カ
ゼ
イ
ン
が
多
く
含
ま
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
は
「
こ
れ
は

木
工
の
親
方
が
用
い
る
膠
で
あ
っ
て
、
チ
ー
ズ
か
ら
つ
く
ら
れ
る
。
チ
ー
ズ
を
水

に
浸
し
、
生
石
灰
を
少
量
加
え
て
、
両
手
で
板
切
れ
を
持
っ
て
か
き
混
ぜ
る
」
と

書
い
て
い
る）

37
（

。
次
に
煮
立
て
た
灰
（
ポ
タ
ッ
サ
な
い
し
レ
ッ
シ
ヴ
ァ
す
な
わ
ち
炭

酸
カ
リ
ウ
ム
）
を
加
え
た）

38
（

。
ニ
カ
ワ
は
ピ
ー
ス
の
表
面
を
硬
化
さ
せ
る
。
ニ
カ
ワ

は
乾
く
前
に
す
べ
て
の
ピ
ー
ス
に
一
気
に
塗
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ピ
ー

ス
の
隙
間
か
ら
は
み
出
し
た
ニ
カ
ワ
は
濡
れ
た
雑
巾
で
拭
き
取
り
、
全
体
を
圧
着

器
で
支
持
板
に
接
着
し
、
板
と
、
裏
表
を
カ
ン
ナ
が
け
し
た
薄
板
と
の
間
の
浮
き

を
な
く
す
。
万
力
つ
き
の
こ
の
圧
着
器
を
含
め
て
タ
ル
シ
ア
作
家
が
使
う
道
具

は
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
の
サ
ン
・
ミ
ケ
ー
レ
・
イ
ン
・
ボ
ス
コ
教
会
で
フ
ラ
・
ラ
ッ
フ
ァ

エ
ー
レ
・
ダ
・
ブ
レ
シ
ャ
﹇
ブ
レ
シ
ャ
出
身
の
木
工
芸
家
、
一
四
七
九
〜
一
五
三
九
﹈

が
つ
く
っ
た
祈
祷
席
の
浮
き
彫
り
に
見
る
こ
と
が
で
き
る）

39
（

（
図
47
）。
付
け
柱
の

浮
き
彫
り
の
上
か
ら
順
番
に
、
万
力
つ
き
の
圧
着
器
、
斧
、
木
ヤ
ス
リ
、
ド
リ

ル
、
丸
ノ
ミ
、
平
ノ
ミ
、
ナ
イ
フ
、
平
行
六
面
体
形
の
ピ
ー
ス
厚
計
測
器
、
枠

鋸
、
取
っ
手
つ
き
ス
ク
レ
ー
パ
ー
、
三
角
定
規
、
コ
ン
パ
ス
、
粗
カ
ン
ナ
で
あ
る
。

ピ
ー
ス
を
接
着
し
た
後
、
表
面
に
ム
ラ
や
傷
が
あ
っ
た
ら
ス
ク
レ
ー
パ
ー
で
取

り
除
き
、
ピ
ー
ス
の
継
ぎ
目
に
隙
間
が
あ
れ
ば
、
あ
り
あ
わ
せ
の
木
の
お
が
く
ず

と
ニ
カ
ワ
を
混
ぜ
た
ペ
ー
ス
ト
で
埋
め
た
。
次
に
、
乾
し
た
ア
ス
プ
レ
ッ
ラ
（
広

く
馬
コ
ー
ダ
・
デ
ィ
・
カ
ヴ
ァ
ッ
ロ

の
尻
尾
と
も
い
う
）﹇
日
本
の
ト
ク
サ
に
相
当
﹈
に
水
と
油
を
含
ま
せ
、
今

日
サ
ン
ド
ペ
ー
パ
ー
で
磨
く
の
と
同
じ
要
領
で
表
面
を
磨
い
た
。
ト
ン
マ
セ
ー

オ
・
イ
タ
リ
ア
語
辞
典
に
よ
れ
ば
、
ア
ス
プ
レ
ッ
ラ
の
「
茎
は
表
皮
に
燧セ
ル
チ
ェ石

を
含

む
の
で
木
工
品
や
金
属
製
品
を
磨
く
の
に
使
い
、
こ
れ
で
荒
磨
き
が
で
き
る）

40
（

」。

次
に
、
磨
い
た
表
面
に
魚
ニ
カ
ワ
を
手
に
取
り
、
ス
ク
レ
ー
パ
ー
で
磨
い
た
と
き
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に
出
た
木
繊
維
を
拭
い
取
る
。
ニ
カ
ワ
が
乾
い
た
ら
、
ア
ス
プ
レ
ッ
ラ
と
タ
ミ
ゾ

（
馬
の
た
て
が
み
で
編
ん
だ
メ
ッ
シ
ュ
）
で
磨
い
た
。
ニ
ス
引
き
す
る
前
に
魚
ニ

カ
ワ
で
下
塗
り
を
し
た
。
攪
拌
し
た
卵
白
を
三
分
の
一
の
ベ
ー
ス
に
﹇
三
分
の
一

の
分
量
に
な
る
ま
で
濃
縮
し
て
？
﹈
柔
ら
か
い
イ
チ
ジ
ク
の
実
の
先
か
ら
出
る
液
を

加
え
て
下
塗
り
に
し
た
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
処
方
が
チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
に
あ
る
。「
卵

白
を
と
り
、
ほ
う
き
草
で
泡
が
充
分
固
く
な
る
ま
で
存
分
に
掻
き
立
て
る
。
そ
れ

を
一
晩
寝
か
せ
て
水
分
を
蒸
発
さ
せ
る
。
翌
日
、そ
れ
を
新
し
い
小
壺
に
と
っ
て
、

銀
栗
鼠
毛
の
筆
で
作
品
に
塗
り
広
げ
る
。
そ
う
す
る
と
ニ
ス
を
か
け
た
よ
う
に
見

え
、
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
強
力
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ス
引
き
は
木
や
石
の
彫
像
に
と

て
も
適
し
て
お
り
・
・
・）

41
（

」。
下
塗
り
は
少
々
の
水
（
で
き
れ
ば
金
属
塩
を
含
ま

ず
木
に
シ
ミ
を
つ
く
ら
な
い
雨
水
が
よ
い
）
で
希
釈
し
て
ピ
ー
ス
に
塗
り
、
次
に

も
う
一
度
ア
ス
プ
レ
ッ
ラ
と
タ
ミ
ゾ
で
磨
い
た
。ニ
ス
に
は
二
種
類
が
使
わ
れ
た
。

第
一
の
ニ
ス
は
純
粋
な
蜜
蝋
に
鉛
チ
ェ
ル
ッ
サ白

（
ビ
ア
ッ
カ
す
な
わ
ち
酸
化
鉛
）
を
混
ぜ
て

銅
の
器
で
煮
、
こ
れ
に
松
ヤ
ニ
を
蒸
留
し
た
テ
レ
ピ
ン
油
を
溶
き
入
れ
、
冷
え
て

か
ら
硬
い
刷
毛
で
タ
ル
シ
ア
に
塗
っ
た
。
こ
れ
が
乾
い
た
ら
ブ
ラ
シ
で
余
分
の
ニ

ス
を
取
り
、
ウ
ー
ル
の
布
で
磨
い
た
。
第
二
の
ニ
ス
は
松
ヤ
ニ
を
蒸
留
器
（
オ
レ

ン
ビ
ッ
ク
）
で
蒸
留
し
た
後
、
底
に
溜
ま
っ
た
黒
い
沈
殿
物
の
表
層
で
つ
く
る

茶
色
が
か
っ
た
暖
色
の
ニ
ス
で
あ
る
。
こ
の
ニ
ス
は
も
ろ
く
て
透
明
な
の
で
、
溶

き
や
す
く
ま
た
ガ
ラ
ス
の
硬
さ
を
得
る
た
め
に
、
こ
れ
を
煮
る
さ
い
石
灰
を
少
々

加
え
た
。
次
に
松
ヤ
ニ
は
ワ
イ
ン
・
ア
ル
コ
ー
ル
に
蜜
蝋
少
々
と
テ
レ
ピ
ン
油
と

ラ
ベ
ン
ダ
ー
油
を
加
え
て
溶
い
た
。
油
を
含
ま
せ
た
小
布
を
下
塗
り
の
上
に
走
ら

せ
て
ニ
ス
引
き
し
や
す
く
し
て
か
ら
、
刷
毛
を
使
わ
ず
ウ
ー
ル
の
タ
ン
ポ
ン
で
ニ

ス
引
き
し
た
。
タ
ル
シ
ア
の
表
面
に
は
ニ
ス
の
塗
膜
以
外
に
は
何
も
残
し
て
は
な

ら
な
か
っ
た
。
四
、
五
回
の
ニ
ス
引
き
で
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
修
道
僧
の
求
め
た

「
透
明
で
美
し
い
ニ
ス
」
の
作
業
は
終
わ
っ
た
。
こ
う
し
て
手
技
の
探
求
心
が
樹

種
か
ら
、
輝
き
、
透
明
さ
、
生
彩
あ
る
調
子
そ
し
て
明
快
な
輪
郭
を
引
き
だ
し
た
。

こ
の
よ
う
な
ニ
ス
の
処
方
と
ニ
ス
引
き
の
方
法
は
、
タ
ル
シ
ア
の
双
子
の
技
で
あ

る
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
制
作
に
受
け
継
が
れ
た
。
ニ
ス
に
関
す
る
断
片
的
な
知
識

―

チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
か
ら
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
を
経
て
十
八
世
紀
の
グ
リ
セ
リ
ー
ニ
の
『
美
術

工
芸
辞
典）

42
（

』、
ア
ー
カ
イ
ブ
の
古
文
書
ま
で

―
を
集
成
し
た
の
は
、
長
年
の
経

験
に
も
と
づ
き
古
の
楽
器
の
ニ
ス
の
処
方
を
復
活
さ
せ
た
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
者

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
サ
ッ
コ
ー
ニ
の
功
績
で
あ
る）

43
（

。

十
四
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
末
ま
で
、
誰
も
が
こ
う
し
た
ニ
ス
を
よ
く
知
っ
て
い

た
が
、
そ
れ
が
や
が
て
解
き
明
か
せ
な
い
神
秘
の
輝
き
を
帯
び
は
じ
め
、
芸
術
家

の
個
性
と
分
か
ち
が
た
い
秘
技
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
そ
の
命
運
は
尽

き
た
。
す
ば
や
く
た
や
す
く
塗
れ
る
新
し
い
ニ
ス
が
入
っ
て
き
て
古
い
ニ
ス
を
放

逐
し
て
し
ま
い
、
単
純
そ
の
も
の
だ
っ
た
古
い
ニ
ス
の
処
方
も
正
し
い
用
法
も
分

か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
染
め
木
の
技
法
が
ニ
ス
と
木
の
関
係
を
変
え
、
ニ

ス
は
木
繊
維
か
ら
振
動
す
る
色
を
引
き
出
す
役
目
を
終
え
、
鉛ビ
ア
ッ
カ白
と
顔
料
の
艶
出

し
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

絵
画
に
負
け
ま
い
と
競
っ
て
き
た
タ
ル
シ
ア
画
で
は
あ
っ
た
が
、
ブ
ル
ネ
レ
ス

キ
の
透
視
遠
近
法
が
万
人
の
知
る
知
的
財
産
と
な
り
、
代
わ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
芸

術
と
し
て
解
き
明
か
さ
れ
て
き
た
表
現
法
と
は
別
の
表
現
法

―
色
の
調
子
に
よ

る
空
間
描
写
、
ル
ミ
ニ
ズ
モ
の
キ
ア
ロ
ス
ク
ー
ロ
、
空
気
遠
近
法
な
ど

―
が
新

た
に
登
場
し
て
、
タ
ル
シ
ア
画
は
し
だ
い
に
無
難
な
素
材
を
使
う
よ
う
に
な
っ

た
。
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
が
な
ぜ
十
六
世
紀
の
絵
画
と
比
較
し
て
タ
ル
シ
ア
画
を
否
定
的

に
判
断
し
た
か
が
こ
こ
か
ら
理
解
で
き
る
。
同
じ
こ
と
が
ガ
リ
レ
オ
に
つ
い
て
も

言
え
る
。「
鋭
利
な
輪
郭
」
と
「
激
し
く
対
立
す
る
」
色
彩
の
対
比
に
よ
っ
て
規
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定
さ
れ
る
初
期
の
タ
ル
シ
ア
画
の
様
式
は
、
時
代
の
趣
味
が
変
わ
っ
て
否
定
的
な

意
味
を
帯
び
る
に
至
っ
た
。「
な
ぜ
な
ら
、
タ
ル
シ
ア
画
は
色
の
違
う
小
さ
な
木

片
を
寄
せ
集
め
た
も
の
で
、
そ
ん
な
も
の
で
は
鋭
利
な
輪
郭
や
露
骨
に
異
な
る
色

彩
を
う
ま
く
組
み
合
わ
せ
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も

対
象
の
形
は
硬
く
て
潤
い
が
な
く
丸
み
や
立
体
感
に
欠
け
る
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が

油
彩
画
で
は
輪
郭
を
柔
ら
か
に
ぼ
か
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
色
か
ら
色
へ
の
移

調
が
な
め
ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
絵
画
は
柔
和
で
角
が
取
れ
、
強
さ
と
立
体
感

が
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た）

44
（

」。

タ
ル
シ
ア
画
の
歴
史
が
終
わ
っ
た
時
、
コ
ー
ロ
の
歴
史
も
幕
を
閉
じ
た
。
十
八

世
紀
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ミ
リ
ー
ツ
ィ
ア
﹇
一
七
二
五
〜
一
七
九
八
、
南
部
の
出

身
で
ミ
ラ
ノ
ほ
か
北
部
の
都
市
で
活
動
し
た
建
築
家
﹈
は
そ
の
顛
末
を
次
の
よ
う
に
書

い
た
。「
木
造
の
コ
ー
ロ
は
我
が
国
の
教
会
の
も
う
ひ
と
つ
の
厄
介
も
の
で
あ
る
。

こ
の
二
列
な
い
し
三
列
に
並
ん
だ
祈ス
タ
ッ
ロ

祷
席
と
、
円
柱
や
角
柱
に
寄
り
沿
わ
せ
た
そ

の
背
ス
パ
リ
エ
ー
ラは

、
円
柱
や
角
柱
の
柱
礎
と
柱
身
を
覆
い
隠
し
、
そ
こ
に
木
工
と
建
築
の

い
び
つ
な
混
淆
を
生
む
。
こ
う
し
た
不
具
合
を
繕
お
う
と
し
て
、
あ
る
人
た
ち
は

コ
ー
ロ
か
ら
建
築
的
オ
―
ダ
ー
を
す
べ
て
取
り
去
り
、
教
会
の
他
の
全
部
分
と
の

不
調
和
を
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た）

45
（

」。
こ
の
「
不
調
和
」
と
は
、
建
築
の
道
理
に

か
な
わ
な
い
コ
ー
ロ
の
設
置
を
受
け
入
れ
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
が
、
事
実
そ
れ

が
、
一
四
八
九
の
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
コ
ー
ロ
の
場
合
に
起
こ
っ
た
。
そ
の
時
コ
ー

ロ
は
後ア
プ
シ
ス陣
か
ら
内
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ウ
ム
陣
の
し
か
る
べ
き
位
置
に
、
つ
ま
り
身
廊
の
先
端
の
か
さ
上

げ
し
た
場
所
に
移
さ
れ
た
﹇
そ
の
後
一
五
四
○
年
に
コ
ー
ロ
は
現
在
の
位
置
に
移
さ
れ

た
﹈。

原
　

註前
号
か
ら
の
通
し
番
号
。﹇　

﹈
は
訳
者
の
補
足
。

（
28
） A

lfredo Puerari, R
agguaglio delle arti, in T

uttitalia, C
rem

ona, 

Firenze, 1963, p.687.

（
29
） C

hristian Scherer, op.cit., p.7. 

「
事
実
、
二
枚
の
ピ
ー
ス
が
ぴ
っ
た
り

と
合
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
そ
れ
か
ら
生
じ
た
幅
の
違
う
隙
間
は
、

表
面
を
磨
く
時
に
出
る
お
が
く
ず
の
ペ
ー
ス
ト
か
適
当
な
黒
い
顔
料
で
埋

め
る
。こ
こ
か
ら
不
揃
い
の
輪
郭
線
が
生
じ
、こ
れ
に
よ
っ
て
一
つ
の
ピ
ー

ス
か
ら
隣
の
ピ
ー
ス
へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
、
画
面
全
体
に
豊
か
な
表
現

力
が
与
え
ら
れ
る
」。

（
30
） G

iovanvettorio Soderini, Il T
rattato degli arbori (A

lberto B
acchi 

della Lega

の
未
刊
の
第
二
部
を
収
録), B

ologna, 1904, p.433.

（
31
） C

hristian Scherer, op.cit., p.11.

（
32
） 

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』、X

, v, 93; G
iovanni A

ndrea 

A
nguillara, Le M

etam
orfosi di O

vidio ridotte in ottava rim
a, 

Venezia, 1578 (1a ed. 1561), X
, 39. 

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』

（
岩
波
文
庫
）、
十
巻
六
四
頁
「
斑
入
り
の
葉
を
も
っ
た
楓
」; Salvatore 

B
attaglia, G

rande D
izionario della Lingua Italiana, 1, a-, Torino, 

1961.
（
33
） M

aria Verga B
andirali, U

na fam
iglia crem

asca di m
aestri del 

legno: I D
e M

archi da C
rem

a in ‘A
rte Lom

barda’, A
.X

, secondo 

sem
estre, 1965, pp.53-63.

（
34
） G

iorgio Vasari, op.cit., vol.I, 1962, p.150.

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ヴ
ァ
ザ
ー
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「プラーティナのタルシア（一四七七―一四九○）」（中）―クレモナ大聖堂のコーロ―

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
十
一
章
、
九
十
頁

（
35
） C

arlo B
onetti, Stalli del C

oro di S.Francesco, Paolo del Sacha, 

C
ristoforo de Venetiis, 1531- 1534, in ‘La Provincia’, 1913, nn.344, 

346, 349.

（
36
） 

一
四
六
一
年
十
月
十
七
日
条
に
「
タ
ル
シ
ア
制
作
の
た
め
の
ニ
カ
ワ
用
の

羊
の
チ
ー
ズ
」
購
入
の
記
事
が
あ
る
﹇
本
稿
前
号
二
一
九
頁
参
照
﹈。

（
37
） C

.C
ennini, Il Libro dell’ A

rte o T
rattato della Pittura, Firenze, 

cap.C
X

II, pp. 72-73　

チ
ェ
ン
ニ
ー
ノ
・
チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
（
辻
茂

編
訳
、
石
原
靖
夫
・
望
月
一
史
訳
）『
絵
画
術
の
書
』（
岩
波
書
店
、

一
九
九
一
）、
六
九
頁

（
38
） 

灰（lessiva

炭
酸
カ
リ
ウ
ム
）は「
木
の
脂
質
」を
減
ら
す
働
き
が
あ
っ
た
。

A
lberti, T

rattato di A
rcitettura, libro 2, cap.7, p.37. 

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
、
一
九
八
二
年
）、
五
十
頁

（
39
） Francesco M

alaguzzi-Valeri, La corte di Ludovico il M
oro, III, 

M
ilano, 1917, p.243.

（
40
） N

iccolò Tom
m

aseo e B
ernardo B

ellini, D
izionario della Lingua 

Italiana, Torino, 1861. [edizione R
izzoli, 1971]

（
41
） C

ennino C
ennini, op.cit., cap.C

LV
I, pp.108-109. 

チ
ェ
ン
ニ
ー
ニ
前

掲
書
、
九
九
頁 

（
42
） Francesco G

riselini, D
izionario delle A

rti e de’M
estieri, Venezia, 

1770. 

グ
リ
セ
リ
ー
ニ
の
辞
典
は
マ
ル
コ
・
フ
ラ
ッ
サ
ド
ー
ニ
師A

bate 

M
arco Frassadoni

が
編
纂
を
継
承
し
て
い
る
。

（
43
） 

イ
タ
リ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
の
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
サ
ッ
コ
ー
ニ
は
優
れ
た
現

存
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
メ
ー
カ
ー
で
、
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
で
専
門
学
校
を
開
い

て
い
る
。

（
44
） G

alileo G
alilei, Scritti letterari, a cura di A

lberto C
hiari, Firenze, 

1943; in “C
onsiderazioni al Tasso e postille all ’A

riosto ”, p.87.

（
45
） Francesco M

ilizia, Principii di A
rchitettura civile, illustrati dal 

Prof. A
rchitetto G

iovanni A
ntolini, III ediz. m

igliorata da Luigi 

M
asieri, M

ilano, 1853, p.398.

解
　

説

本
稿
は
、
ク
レ
モ
ナ
大
聖
堂
の
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
（
聖
具
戸
棚
）
を
論
じ
た
前
号

に
続
い
て
、
大
聖
堂
の
コ
ー
ロ
（
聖
職
者
祈
祷
席
）
を
取
り
あ
げ
た
ア
ル
フ
レ
ー

ド
・
プ
エ
ラ
ー
リ
の
表
記
の
論
文
の
後
半
の
翻
訳
で
あ
る
。
関
連
す
る
書
誌
情
報

お
よ
び
プ
エ
ラ
ー
リ
の
タ
ル
シ
ア
論
の
概
要
に
つ
い
て
は
前
号
の
解
説
に
記
し
た

の
で
、
こ
こ
で
は
訳
者
が
本
稿
を
ど
う
読
み
、
そ
こ
か
ら
何
を
受
け
取
っ
た
の
か

を
記
し
て
解
説
に
代
え
た
い
。

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊　
　
　

ア
ル
マ
デ
ィ
オ
も
コ
ー
ロ
も
キ
リ
ス
ト
教
会
の
典
礼
と
礼
拝
に
必
須
の
調
度
品

で
あ
り
、
そ
れ
を
荘
厳
す
る
タ
ル
シ
ア
は
も
と
も
と
ゴ
シ
ッ
ク
期
の
オ
ー
ナ
メ
ン

ト
の
技
と
し
て
出
発
し
た
が
、
十
五
世
紀
に
な
っ
て
透
視
画
の
技
法
が
取
り
入

れ
ら
れ
て
「
タ
ル
シ
ア
画
」
が
誕
生
し
た
（
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
の
技
と
し
て
の
タ
ル

シ
ア
と
区
別
す
る
た
め
に
透
視
画
の
異
名
を
も
つ
木
画
を
本
稿
で
は
「
タ
ル
シ
ア



147

五　浦　論　叢　第　26　号

画
」
と
し
た
）。
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
タ
ル
シ
ア
画
は
一
世
紀
余
り
の
短
い
そ
の
歴

史
の
な
か
で
頂
点
を
過
ぎ
た
あ
た
り
の
時
期
の
名
品
で
あ
る
（
一
四
八
四
年
完

成
）。前

号
で
プ
エ
ラ
ー
リ
は
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
の
タ
ル
シ
ア
画
を
論
じ
て
木
材
と
透
視

画
（
あ
る
い
は
自
然
と
技
）
の
奇
跡
の
出
会
い
を
現
象
学
的
に
こ
ま
や
か
に
論
じ

た
。
そ
れ
に
続
く
こ
の
号
で
は
ア
ル
マ
デ
ィ
オ
に
は
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
そ
の

必
要
が
な
か
っ
た
）
コ
ー
ロ
独
自
の
装
飾
法
を
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
取
り
あ
げ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
観
客
の
視
点
」
と
「
木
画
の
技
法
」
の
二
点
を
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
す
る
。

観
客
の
視
点

第
一
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
タ
ル
シ
ア
画
が
祭
壇
の
前
に
立
つ
信
者
観
客
か
ら

ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
を
コ
ー
ロ
に
即
し
て
検
討
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
来

コ
ー
ロ
は
聖
職
者
の
祈
り
の
た
め
の
閉
じ
た
空
間
で
あ
り
、
そ
の
中
で
の
み
祈
祷

席
は
椅
子
と
し
て
の
実
用
の
目
的
を
果
た
し
て
い
る
（
タ
ル
シ
ア
は
実
用
家
具
の

加
飾
の
技
で
あ
っ
た
し
以
後
も
そ
う
で
あ
る
）。し
た
が
っ
て
全
体
と
し
て
の
コ
ー

ロ
は
、
外
側
か
ら
、
し
か
も
距
離
を
置
い
て
遠
く
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
は
想
定
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
一
変
さ
せ
た
の
が
十
五
世
紀
前
半
の

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は
じ
ま
る
コ
ー
ロ
へ
の
透
視
画
の
導
入
で
あ
っ
た
。
信
者
大
衆

か
ら
（
も
）
見
ら
れ
る
対
象
に
変
じ
た
コ
ー
ロ
。
こ
れ
が
本
稿
で
プ
エ
ラ
ー
リ
が

プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
仕
事
に
即
し
て
と
ら
え
た
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
に
着

眼
し
た
研
究
は
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
（
十
五
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
法
曹
家
マ
ッ

テ
ー
オ
・
コ
ラ
ツ
ィ
オ
の
タ
ル
シ
ア
画
批
評
は
プ
エ
ラ
ー
リ
の
論
考
に
次
ぐ
）。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
評
価
で
き
る
と
し
て
も
、
テ
キ
ス
ト
を
読
み
進
め
る
う
ち
に

著
者
の
行
き
過
ぎ
と
も
思
え
る
唯
美
的
判
断
に
、
読
者
は
と
ま
ど
い
を
覚
え
な
い

だ
ろ
う
か
。
プ
エ
ラ
ー
リ
の
判
断
に
は
二
○
世
紀
の
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ

と
美
的
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
し
が
ら
み
が
強
す
ぎ
て
そ
れ
が
著
者
の
眼
を
曇
ら
せ

て
は
い
な
い
か
。
も
っ
と
も
な
疑
問
で
あ
る
。
し
か
し
プ
エ
ラ
ー
リ
は
コ
ー
ロ
の

各
部
の
計
測
し
た
デ
ー
タ
を
示
し
て
自
身
の
美
的
判
断
が
間
違
っ
て
は
い
な
い
と

読
者
を
説
得
す
る
。
そ
れ
は
根
拠
乏
し
い
主
観
が
導
い
た
視
点
な
の
で
は
な
く
、

現
場
の
状
況
を
あ
り
の
ま
ま
に
透
徹
し
た
眼
で
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た

テ
ー
マ
が
、
観
客
の
視
点
で
あ
っ
た
。

大
聖
堂
の
歪
ん
だ
内
陣
が
与
え
る
物
理
的
な
負
の
条
件
（
図
30
参
照
）
を
視
覚

の
補
正
に
よ
っ
て
克
服
し
た
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
コ
ー
ロ
が
、
立
場
を
変
え
て
観
客

か
ら
は
ど
う
見
え
る
か
。
プ
エ
ラ
ー
リ
は
そ
れ
を
問
う
。
内
陣
に
立
ち
入
れ
な
い

信
者
た
ち
が
身
廊
に
立
っ
た
と
き
祭
壇
の
向
こ
う
の
コ
ー
ロ
は
ど
う
見
え
る
か
。

そ
れ
は
コ
ー
ロ
を
構
想
す
る
プ
ラ
ー
テ
ィ
ナ
の
思
索
の
な
か
に
す
で
に
あ
り
、
そ

れ
が
タ
ル
シ
ア
画
と
し
て
コ
ー
ロ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
プ
エ
ラ
ー
リ
の
分

析
に
よ
っ
て
読
者
は
理
解
す
る
。

実
用
家
具
の
加
飾
の
技
か
ら
も
っ
ぱ
ら
見
ら
れ
る
対
象
と
し
て
の
木
画
へ
、
木

画
か
ら
教
会
の
荘
厳
へ
、
そ
し
て
コ
ー
ロ
を
全
体
と
し
て
眺
め
る
観
客
へ
と
ル
ー

プ
す
る
創
作
と
受
容
の
サ
イ
ク
ル
を
プ
エ
ラ
ー
リ
は
信
仰
の
現
場
に
認
め
る
の
で

あ
る
。
二
○
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
陥
り
が
ち
な
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
の
陥
穽
を
回

避
し
、
自
律
的
な
様
式
論
に
代
わ
る
開
か
れ
た
様
式
論
の
ひ
と
つ
の
回
答
と
し
て

テ
キ
ス
ト
を
読
み
、実
用
調
度
の
オ
ー
ナ
メ
ン
ト
か
ら
透
視
画
（
タ
ル
シ
ア
画
）
へ
、

観
客
へ
と
見
方
を
転
回
さ
せ
る
プ
エ
ラ
ー
リ
の
弁
証
法
が
タ
ル
シ
ア
史
の
実
態
を

明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
、
唯
美
的
と
も
見
え
た
論
者
の
眼
の
客

観
性
は
今
の
私
た
ち
に
も
揺
る
ぎ
な
い
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
と
訳
者
は
思
う
。
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木
画
の
技
法

し
か
し
プ
エ
ラ
ー
リ
は
方
法
論
的
な
反
省
を
促
す
こ
と
を
主
眼
と
は
し
な
い
。

方
法
的
関
心
は
あ
く
ま
で
読
後
に
私
た
ち
が
受
け
取
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
方

法
論
的
思
索
に
読
者
を
い
ざ
な
い
は
す
る
が
、
彼
の
記
述
は
モ
ノ
に
即
し
て
実
証

的
で
あ
る
。
事
実
、
テ
キ
ス
ト
の
後
半
で
プ
エ
ラ
ー
リ
は
タ
ル
シ
ア
画
の
技
法
と

素
材
と
道
具
に
つ
い
て
く
わ
し
く
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
テ
キ
ス
ト
に

読
む
べ
き
第
二
の
論
点
に
つ
な
が
る
。
プ
エ
ラ
ー
リ
は
二
○
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム

と
フ
ォ
ー
マ
リ
ズ
ム
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
受
容
し
て
い
た
。
芸
術
の
現
象
学
に
も

目
を
向
け
て
い
る
の
は
前
号
の
テ
キ
ス
ト
に
見
た
と
お
り
で
あ
り
、
工
芸
制
作
の

プ
ロ
セ
ス
を
実
地
に
観
察
し
て
、
絵
画
（
メ
ジ
ャ
ー
・
ア
ー
ト
）
と
は
異
な
る
タ

ル
シ
ア
画
が
古
典
的
な
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
の
レ
ベ
ル
で
は
解
読
で
き
な
い
こ
と
読

者
に
示
し
た
。
当
時
ド
イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス
で
盛
ん
だ
っ
た
芸
術
の
現
象
学
に
学
び

は
す
る
が
、
絵
の
具
で
は
な
く
自
然
木
を
素
材
と
す
る
タ
ル
シ
ア
画
と
い
う
困
難

な
対
象
に
向
か
う
プ
エ
ラ
ー
リ
の
分
析
は
彼
独
自
の
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヴ
ァ

イ
オ
リ
ン
製
作
で
名
高
い
ク
レ
モ
ナ
の
人
で
あ
る
。
そ
の
ク
レ
モ
ナ
の
プ
エ
ラ
ー

リ
の
身
近
に
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
製
作
の
経
験
者
と
学
者
が
い
た
（
プ
エ
ラ
ー
リ
自

身
、
ク
レ
モ
ナ
の
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
美
術
館
の
館
長
を
つ
と
め
た
経
歴
の
持
ち
主
で

あ
っ
た
）。

木
素
材
と
道
具
と
技
法
は
不
可
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
を
欠
い
た

タ
ル
シ
ア
論
が
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
以
来
美
術
史
の
脇
役
に
と
ど
ま
る
例
を
私
た
ち
は
よ

く
知
っ
て
い
る
。
タ
ル
シ
ア
画
に
即
し
て
ア
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
は
克
服
さ
れ
た
と
プ

エ
ラ
ー
リ
は
断
じ
た
。
そ
う
言
え
る
と
し
た
ら
、
素
材
・
道
具
・
技
法
は
タ
ル
シ

ア
画
を
味
読
す
る
さ
い
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
最
初
に
示
し
た
観
客
の
眼
の
テ
ー
マ
、
つ
ま
り
タ
ル
シ
ア
画
を
現
場
で
味
読

す
る
こ
と
の
意
味
が
も
っ
と
よ
く
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
タ
ル
シ
ア
画
は
薄
明
の

現
場
に
お
い
て
こ
そ
美
質
を
発
揮
す
る
。

解
説
は
以
上
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
に
難
解
な
と
こ
ろ
は
間
々
あ
る
が
、
プ
エ

ラ
ー
リ
は
易
し
い
こ
と
を
む
ず
か
し
く
書
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
西
洋
近
代
の

芸
術
観
を
払
拭
し
切
れ
て
い
な
い
現
代
人
に
タ
ル
シ
ア
の
美
を
説
く
に
は
、
こ
れ

だ
け
の
準
備
が
必
要
な
の
だ
。
ま
だ
タ
ル
シ
ア
を
見
た
こ
と
の
な
い
人
は
、
そ
の

こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、
モ
デ
ナ
、
ベ
ル
ガ
モ
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
、

ウ
ル
ビ
ー
ノ
ほ
か
で
実
際
に
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
木
素
材
と
遊
ぶ
タ
ル
シ
ア
の

リ
ア
リ
テ
ィ
を
現
場
で
と
ら
え
た
と
き
、
プ
エ
ラ
ー
リ
の
真
意
が
身
を
も
っ
て
会

得
で
き
る
だ
ろ
う
。

訳
者
は
こ
の
よ
う
に
プ
エ
ラ
ー
リ
の
タ
ル
シ
ア
論
を
読
ん
だ
が
、
ま
だ
こ
れ
に

付
随
す
る
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
が
未
訳
で
あ
る
。
当
初
の
予
定
で
は
前
号
と
本
号
を

も
っ
て
本
稿
は
完
結
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
春
の
現
地
調
査
を
経
て
プ
エ

ラ
ー
リ
の
想
像
以
上
に
豊
か
な
学
殖
と
幅
広
い
業
績
が
理
解
さ
れ
た
の
で
、
上
、

中
、
下
の
三
編
と
改
め
、
次
号
（
下
）
で
は
ア
ペ
ン
デ
ィ
ク
ス
の
翻
訳
と
あ
わ
せ

て
彼
の
業
績
を
紹
介
し
た
い
。

追
記翻

訳
テ
キ
ス
ト
で
「
鉛
白
」
に
対
応
す
る
イ
タ
リ
ア
語
はbiacca

とcelussa

で
あ
る
。
材
料
化
学
の
専
門
家
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
カ
ン
パ
ー
ナ
さ
ん
に
よ
れ
ば

ビ
ア
ッ
カ
は
顔
料
と
し
て
の
鉛
白
、
チ
ェ
ル
ッ
サ
は
そ
の
原
料
で
あ
る
が
、
プ
エ

ラ
ー
リ
は
両
者
を
区
別
し
て
い
る
か
ど
う
か
判
断
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
ル
ビ
を
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つ
け
て
違
い
を
示
し
た
。
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史
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「プラーティナのタルシア（一四七七―一四九○）」（中）―クレモナ大聖堂のコーロ―

前号からの通し番号である。底本に不足する図版を Puerari, Le Tarsie del Platina, 1967（元本）からとっ
て大幅に増やした（出典記載のない図版はすべて同書より）。　最初の 3図は番外参考写真。

クレモナ大聖堂内部（身廊から内陣方向）祭壇の後方に黒いコーロが見える。頭上の壁画
（玉座のキリストと聖イメーリオ、聖オモボーノほか）は十六世紀ボッカッチョ・ボッカッ
チーノ筆　訳者撮影（autorizzazione foto: Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici, Cremona）

クレモナ大聖堂のコーロ
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図 26　上下二段の祈祷席のタルシア装飾（クレモナ大聖堂コーロ）

図 27　「十字架と郊外の小道」（クレモナ大聖堂コーロ）図 28　「釣り人と風景」（クレモナ大聖堂コーロ）
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「プラーティナのタルシア（一四七七―一四九○）」（中）―クレモナ大聖堂のコーロ―

図 30a　クレモナ大聖堂コーロのタルシア画の横
幅（センチメートル）を示す。開口部から奥に向
かって幅が狭くなっている。Puerari, Le Tarsie del 
Platina（元本）より

図 30　クレモナ大聖堂の内陣とコーロの形状（作
図 D.Molo Azzolini）［コーロの位置は制作当初の状
態を示す］

図 29　タルシア画の背地の明暗の別から見たクレモナ大聖堂コーロ全体の模式図（作図 D.Molo Azzolini）
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図 34　「小鳥とうさぎ」（クレモナ大聖堂コーロ）　
訳者撮影（autorizzazione foto: Ufficio Beni Culturali 
Ecclesiastici, Cremona）

図 33　「チェスボードと本と果物」
（クレモナ大聖堂コーロ）

図 32　「スフォルツァ城」（クレモナ大聖堂コーロ） 図 31　「風景」（クレモナ大聖堂コーロ）
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「プラーティナのタルシア（一四七七―一四九○）」（中）―クレモナ大聖堂のコーロ―

図 36　「ピチェナルディの塔」
（クレモナ大聖堂コーロ）

図 35　「行政長官公邸の中庭」
（クレモナ大聖堂コーロ）

図 38　「司教聖イメーリオ」
（クレモナ大聖堂コーロ）

図 37　「サン・ピエトロ・アル・ポー教会の広場」
（クレモナ大聖堂コーロ）
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図 40　「聖オモボーノ」
（クレモナ大聖堂コーロ）

図 39　アゴスティーノ・デ・マルキ「聖アンブロシウス」
（ボローニャのサン・ペトローニオ教会コーロ） 訳者撮影
（Autorizzazione foto: Basilica di San Petronio/Soprintendenza 

per i Beni Artistici e Storici di Bologna）

図 42　「大天使ガブリエル」
（クレモナ大聖堂コーロ）

図 41　「受胎告知の聖母」
（クレモナ大聖堂コーロ）
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「プラーティナのタルシア（一四七七―一四九○）」（中）―クレモナ大聖堂のコーロ―

図 46　パオロ・サッカ「修道院長聖アントニウス」（部分）、サン・シジスモンド教会（クレモナ）の長
アルチバンコ

椅子
（クレモナ市立美術館寄託）

図 44　アントニオ・デラ・コルナ「都市攻略」（壁
画部分）、パラッツォ・フォードリ（クレモナ）

図 43　「クレモナ大聖堂」（クレモナ大聖堂コーロ）

図 47　フラ・ラッファエーレ・ダ・ブレシャ「タ
ルシア作家の道具」（ボローニャのサン・ミケーレ・
イン・ボスコ教会浮き彫り。今日同市のサン・ペト
ローニオ教会にある） 訳者撮影（autorizzazione foto: 
Basilica di San Petronio/ Soprintendenza per i Beni 
Artistici e Storici di Bologna）

図 45　フラ・ダミアーノ・ザンベッリ「ユー
ディットとホロフェルネス」（ボローニャのサン・
ドメニコ教会コーロ） 訳者撮影（autorizzazione 
foto: Chiesa di San Domenico/ Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici di Bologna）




