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マ
ン
テ
ー
ニ
ャ
作
エ
レ
ミ
タ
ー
ニ
聖
堂

オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
壁
画
に
お
け
る
遠
近
法

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
　
マ
ン
テ
ー
二
ャ
　
オ
ヴ
工
タ
ー
リ
礼
拝
堂

は
じ
め
に

ア
ン
ド
レ
ア
・
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
　
（
ト
ロ
d
r
e
a
M
a
n
t
e
叫
ロ
a
L
お
T
G
○
史
　
が
、

そ
の
生
涯
を
通
じ
て
線
遠
近
法
に
対
し
て
変
わ
ら
ぬ
情
熱
を
注
ぎ
続
け
て
き
た

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
一
四
三
〇
年
代
に
理

論
化
さ
れ
た
遠
近
法
は
、
一
四
四
〇
年
代
か
ら
相
次
い
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
周
辺

を
訪
れ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
、
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
装

飾
　
（
図
1
）
　
に
従
事
し
て
い
た
若
き
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
の
も
と
へ
も
た
ら
さ
れ
た
。

そ
の
主
だ
っ
た
仲
介
者
た
ち
は
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
デ
ル
・
カ
ス
タ
ー
ニ
ョ
　
（
一

四
四
二
年
頃
）
、
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
リ
ッ
ピ
　
（
一
四
三
〇
年
代
半
ば
）
、
ピ
エ
ロ
・

デ
ッ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
　
（
一
四
四
九
年
フ
エ
ラ
ー
ラ
に
滞
在
）
、
パ
オ

ロ
・
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
　
（
一
四
四
〇
年
代
）
、
ド
ナ
テ
ッ
ロ
　
（
一
四
四
三
－
五
三
年
）

な
ど
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
内
の
石
壁
　
「
聖
ク
リ

ス
ト
フ
ォ
ル
ス
伝
」
　
の
最
下
層
に
描
か
れ
た
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教

盛
　
本
　
直
　
美

と
遺
体
の
運
搬
》
を
取
り
上
げ
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
様
々
な
画
家
た
ち
か
ら
受

け
た
影
響
を
消
化
・
再
解
釈
し
た
結
果
生
み
出
し
た
、
彼
独
自
の
遠
近
法
に
つ

い
て
考
察
し
た
い
。
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「
　
マ
ン
テ
Ⅰ
二
ヤ
と
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ

こ
れ
ま
で
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
の
遠
近
法
と
い
う
議
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
画

家
を
特
徴
づ
け
る
手
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
知
ら
れ
る
、
凝
視
的
遠
近
法
　
（
作
品

の
消
失
点
を
通
常
よ
り
低
い
位
置
に
置
く
こ
と
で
、
下
方
か
ら
見
上
げ
た
よ
う

な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
観
者
に
与
え
る
技
法
）
　
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
ま
た
そ
の
際
、
こ
の
若
い
画
家
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
「
ト
ス
カ

ー
ナ
芸
術
と
パ
ド
ヴ
ア
芸
術
　
（
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
）
　
と
を
結
ぶ
」
役
割
を
果
た

し
た
と
さ
れ
る
ド
ナ
テ
ッ
ロ
は
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
と
同
時
期
に
パ
ド
ヴ
ァ
の
サ

ン
タ
ン
ト
ニ
オ
聖
堂
　
（
サ
ン
ト
）
　
で
作
品
を
制
作
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
特



に
サ
ン
ト
主
祭
壇
の
浅
浮
彫
り
　
（
一
四
四
七
年
頃
）
　
（
図
2
）
　
と
本
作
品
と
の

密
接
な
関
係
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
そ
の
議
論
は
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
左
壁
「
聖
ヤ
コ
ブ
伝
」
　
の
中

層
と
卜
層
と
の
関
わ
り
に
終
始
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、

ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
主
祭
壇
か
ら
直
接
借
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
人
物
像
　
（
主
に
そ

の
ポ
ー
ズ
や
衣
裳
、
人
物
像
の
彫
塑
的
な
様
子
か
ら
）
　
が
多
く
見
ら
れ
る
と
同

時
に
、
ド
ナ
テ
ッ
ロ
が
こ
の
時
期
に
頻
繁
に
使
用
し
て
い
る
仰
視
的
遠
近
法
も

採
用
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と

遺
体
の
運
搬
》
　
（
図
3
）
　
の
消
失
点
は
、
他
の
礼
拝
堂
内
装
飾
と
比
べ
て
か
な

り
高
い
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
凝
視
的
遠
近
法
が
使
用
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
本
作
品
は
、
先
行
す
る
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
研
究
に

お
い
て
も
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
研
究
者
の
中
に

は
、
凝
視
的
遠
近
法
の
使
用
を
重
視
し
、
そ
れ
を
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
の
様
式
発
展

の
目
安
と
し
て
考
え
る
者
も
い
る
。
こ
れ
に
従
う
と
、
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ

ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
は
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
初
め
て
仰
視
的
遠
近
法

を
使
用
し
た
、
サ
ン
タ
ン
ト
ニ
オ
聖
堂
の
フ
ァ
サ
ー
ド
《
二
聖
人
の
間
の
キ
リ

ス
ト
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
》
　
（
一
四
五
二
年
）
　
（
図
4
）
　
以
前
の
作
品
で
あ
り
、
つ

ま
り
は
　
「
観
者
の
視
点
を
考
慮
し
て
い
な
い
」
、
こ
の
画
家
に
お
け
る
遠
近
法

の
未
発
達
な
段
階
の
作
品
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は

す
で
に
本
作
品
に
お
い
て
も
、
観
者
の
視
点
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
で
は
な
ぜ
彼
は
こ
の
石
壁
最
下
層
に
お
い
て
は
仰
視
的
遠
近
法
を
使

わ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
画
家
が
こ
こ
で
使
用
し
た
遠
近
法
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

先
ほ
ど
も
述
べ
た
と
お
り
、
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運

搬
》
　
の
消
失
点
は
左
画
面
《
殉
教
》
　
の
中
央
の
柱
上
、
こ
ち
ら
に
横
顔
を
見
せ

な
が
ら
矢
を
引
い
て
い
る
人
物
の
頭
部
の
高
さ
に
あ
り
、
こ
れ
は
両
壁
の
他
の

装
飾
サ
イ
ク
ル
と
比
べ
、
か
な
り
高
い
位
置
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
　
「
中
心
点
　
（
消
失
点
）
　
は
、
底
辺
か
ら
の
高
さ
が
描
こ
う
と

す
る
人
物
の
身
長
よ
り
も
や
や
低
け
れ
ば
適
当
で
あ
る
。
…
そ
れ
が
措
か
れ
た

人
物
よ
り
も
高
い
か
、
あ
る
い
は
低
す
ぎ
る
場
合
に
こ
の
理
論
は
ど
ん
な
に
有

害
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
考
え
と
関
係
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
と
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ム
ラ
ー
ノ
が

《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
遺
体
の
運
搬
》
　
（
右
画
面
）
　
の
画
面
前
方
に
描
か

れ
た
聖
人
の
大
き
な
体
な
ど
に
つ
い
て
、
『
絵
画
論
』
　
の
記
述
と
合
致
す
る
点

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
ム
ラ
ー
ノ
も
ま
た
、
依
然
と
し
て
最

も
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
影
響
の
強
い
作
品
は
左
壁
最
下
層
に
描
か
れ
た
《
聖
ヤ
コ

ブ
の
殉
教
へ
の
追
行
》
で
あ
る
と
し
て
、
ヤ
コ
ブ
伝
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い

る
。
ま
た
、
ラ
イ
ト
ボ
ー
ン
も
一
四
四
九
年
の
九
月
二
七
日
以
降
に
制
作
さ
れ

た
　
「
ヤ
コ
ブ
伝
」
最
上
層
に
一
点
消
失
点
が
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
一

四
四
九
年
五
月
の
フ
エ
ラ
ー
ラ
訪
問
の
際
に
は
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
と
の
接
触
は
な

か
っ
た
と
す
る
な
ど
、
こ
の
間
題
を
ヤ
コ
ブ
伝
に
関
連
し
て
考
察
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
以
後
の
記
録
が
な
い
こ
と
か
ら
、
い
つ
ど
こ
で
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ

が
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
　
（
も
し
く
は
彼
の
著
作
）
　
に
触
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
分

か
ら
な
い
。
し
か
し
前
述
の
と
お
り
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の

影
響
を
受
け
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
画
家
た
ち
を
介
し
て
、
間
接
的
に
し
て
も
一

四
四
〇
年
代
に
は
す
で
に
そ
の
理
論
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

彼
ら
か
ら
影
響
を
受
け
た
後
、
こ
の
年
若
い
画
家
は
、
以
前
よ
り
不
和
で
あ

っ
た
同
工
房
の
兄
弟
子
に
あ
た
る
ピ
ゾ
ー
ロ
か
ら
自
由
に
な
り
、
ア
ル
ベ
ル
テ
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イ
の
遠
近
法
理
論
を
実
践
し
ょ
う
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス

伝
最
下
層
に
お
い
て
は
、
左
右
の
壁
画
装
飾
の
均
衡
を
崩
し
て
ま
で
も
、
礼
拝

堂
内
の
他
の
装
飾
の
よ
う
な
画
面
で
は
な
く
、
ふ
た
つ
の
区
画
を
つ
な
げ
た
よ

り
広
い
画
面
を
採
用
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
主
張
す
る
一
点

消
失
点
遠
近
法
は
、
細
か
く
分
割
さ
れ
た
小
さ
な
縦
長
の
画
面
に
お
い
て
よ
り

も
横
長
の
画
面
に
お
い
て
の
方
が
、
明
ら
か
に
そ
の
高
い
効
果
を
期
待
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
前
出
の
ド
ナ
テ
ッ
ロ
に
よ
る
サ
ン
タ
ン
ト
ニ
オ
聖
堂
主

祭
壇
の
浅
浮
彫
り
は
、
宗
主
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
と

も
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
ナ
テ
ッ
ロ
は
、
こ
の
横
長
の
画
面

（
い
り
×
－
N
u
c
m
）
　
に
お
い
て
、
非
常
に
高
い
遠
近
法
効
果
を
実
現
し
て
い
る
。

マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
彼
か
ら
細
か
な
モ
チ
ー
フ
を
援
用
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も

そ
の
空
間
構
成
、
つ
ま
り
遠
近
法
に
よ
る
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
や
画
面
に
統
一
感

を
与
え
る
手
法
を
学
ん
で
い
る
。
特
に
《
悔
俊
す
る
息
子
の
奇
蹟
》
　
（
図
2
）

に
お
い
て
は
、
画
面
両
端
に
建
築
物
を
置
く
構
図
、
画
面
奥
の
小
さ
い
人
物
像
、

そ
し
て
遠
近
法
効
果
を
高
め
る
た
め
に
多
用
さ
れ
た
グ
リ
ッ
ド
　
（
マ
ン
テ
ー
ニ

ヤ
作
品
に
お
い
て
は
床
と
ベ
ル
ゴ
ラ
の
格
子
で
代
用
さ
れ
て
い
る
）
　
な
ど
マ
ン

テ
ー
ニ
ヤ
作
品
を
彷
彿
さ
せ
る
も
の
が
随
所
に
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
画
面
中

央
の
右
脚
を
挙
げ
た
人
物
像
な
ど
も
類
似
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
唯
一
の
相

違
点
と
し
て
、
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
で
は
、
画

面
の
中
央
を
空
け
る
と
い
う
構
図
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
の
構
図
は
、
後
に
マ
ン
テ
ー
こ
ヤ
の
義
父
に
な
る
ヤ
コ
ポ
・
ベ
リ
ー
ニ

な
ど
、
遠
近
法
に
卓
越
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
画
家
た
ち
に
も
多
用
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
高
い
遠
近
法
効
果
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
、

な
ぜ
こ
の
構
図
を
使
用
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
議
論
は
後
に
ふ
れ
る
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
彼
は
、
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
に

お
い
て
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
主
張
す
る
遠
近
法
理
論
を
実
現
す
る
べ
く
横
長
の

画
面
を
得
、
そ
こ
に
一
点
消
失
点
を
置
い
た
。
し
か
し
同
時
に
彼
は
、
こ
こ
で

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
理
論
の
限
界
を
も
知
る
こ
と
に
な
る
。
元
来
、
彼
の

理
論
は
正
面
か
ら
、
画
面
と
直
交
す
る
視
線
を
前
提
と
し
て
お
り
、
だ
か
ら
こ

そ
観
者
の
視
点
と
作
品
の
消
失
点
の
一
致
が
可
能
に
な
る
。
し
か
し
本
作
品
は
、

礼
拝
堂
内
に
措
か
れ
た
壁
画
装
飾
で
あ
る
。
礼
拝
堂
装
飾
と
は
、
ひ
と
つ
に
は

建
築
物
内
に
、
つ
ま
り
は
限
ら
れ
た
空
間
内
に
措
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
礼
拝
堂
と
は
祈
り
の
空
間
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
必
然
的
に
観
者
の
視

線
が
主
に
中
央
の
祭
壇
へ
向
か
う
と
い
う
、
大
き
な
制
約
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

後
に
見
て
い
く
よ
う
に
、
同
時
代
の
壁
画
画
家
た
ち
は
こ
の
限
ら
れ
た
空
間
を

装
飾
す
る
た
め
に
様
々
な
問
題
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
、
ま
だ
年
若
い
こ
の
画
家
に
も
例
外
で
は
な
く
、
彼
は
　
「
聖
ク
リ
ス
ト
フ

ォ
ル
ス
伝
」
最
下
層
に
お
い
て
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
遠
近
法
の
限
界
を
克
服
し
、

そ
れ
を
実
際
の
空
間
に
適
応
さ
せ
る
と
い
う
難
題
に
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。

彼
が
取
り
組
ん
だ
難
題
と
し
て
、
ひ
と
つ
に
は
視
距
離
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ

る
。
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
は
、
作
品
を
眺
め
る
の
に
　
「
〓
疋
の
距
離
が
な
け
れ
ば
描

か
れ
た
も
の
は
決
し
て
実
物
と
同
じ
よ
う
に
は
見
え
な
い
」
と
し
て
、
作
品

と
観
者
の
距
離
　
（
視
距
離
）
　
の
重
要
性
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

こ
で
は
具
体
的
な
視
距
離
は
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
後
の
画
家
た
ち
に
よ
っ
て
著

さ
れ
た
遠
近
法
に
関
す
る
研
究
書
に
お
い
て
も
、
そ
の
数
値
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作

者
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
例
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
は
そ
の
距
離
を
、
措
か

れ
た
対
象
の
大
き
さ
の
二
十
倍
な
い
し
三
十
倍
、
ま
た
は
画
面
の
最
大
寸
法
の
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二
倍
か
ら
三
倍
と
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
が
、
初
期
の
遠
近
法
絵
画
に
お
い

て
想
定
さ
れ
て
い
た
視
距
離
は
、
こ
れ
よ
り
短
か
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
大

体
の
と
こ
ろ
、
理
想
的
な
視
距
離
は
描
か
れ
る
画
面
の
最
大
幅
の
一
・
五
倍
か

ら
三
倍
に
お
さ
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
大
き
な
画
面
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
そ

れ
を
見
る
べ
き
距
離
は
長
く
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
礼
拝
堂
な
ど
建
築
物

内
の
壁
画
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
品
の
描
か
れ
る
場
所
が
制
限
さ
れ
て

い
る
た
め
、
画
家
に
と
っ
て
そ
の
建
物
の
大
き
さ
や
構
造
は
、
非
常
に
大
き
な

問
題
と
な
っ
て
く
る
。
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
壁
画
に
お
い
て
　
（
図
5
）
、
左

右
の
壁
画
を
六
つ
に
区
切
っ
た
一
区
画
の
底
辺
は
〕
u
O
c
m
で
あ
る
。
し
か
し
、

マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
、
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
で
は

二
つ
の
画
面
を
ひ
と
つ
に
繋
げ
た
た
め
に
、
そ
の
底
辺
は
他
サ
イ
ク
ル
の
倍
の

票
O
c
m
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
理
想
的
な
視
距
離
は
、
こ
の
一
・
五
～
二

倍
の
遥
○
～
G
N
O
c
m
と
な
り
、
こ
れ
は
礼
拝
堂
横
幅
の
∞
∞
宵
m
を
超
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
作
品
の
下
方
に
視
中
心
が
置
か
れ
る
と
視
距
離
は
短
く

な
る
、
と
い
う
ホ
ワ
イ
ト
の
指
摘
に
従
う
と
、
本
作
品
は
、
消
失
点
の
位
置

の
低
い
仰
視
的
遠
近
法
を
採
用
し
た
ヤ
コ
ブ
伝
最
下
層
よ
り
も
、
よ
り
長
い
視

距
経
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
つ
ま
り
は
、

十
分
な
視
距
離
を
確
保
す
る
た
め
に
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
観
者
が
作
品
に
向
か

っ
て
斜
め
の
位
置
で
あ
る
礼
拝
堂
の
入
り
口
に
立
つ
こ
と
、
言
い
換
え
る
と
画

面
を
斜
め
に
み
る
観
者
の
視
点
　
（
視
線
）
　
を
想
定
し
て
描
い
た
と
は
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
観
者
が
祭
壇
画
を
正
面
に
見
て
立
つ

場
合
が
多
い
と
い
う
礼
拝
堂
空
間
に
特
有
の
事
情
に
も
合
致
す
る
。

視
距
離
と
作
品
が
描
か
れ
る
壁
面
サ
イ
ズ
と
の
関
係
に
対
す
る
画
家
の
関
心

は
、
す
で
に
ジ
ョ
ッ
ト
に
見
ら
れ
る
。
彼
は
、
ア
ッ
シ
ジ
の
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ

エ
ス
コ
聖
堂
上
堂
　
（
一
二
九
七
1
九
九
年
）
　
（
図
6
）
　
に
お
い
て
、
ス
ク
ロ
ヴ

ュ
ー
ニ
礼
拝
堂
　
（
一
三
〇
五
－
一
〇
年
）
　
（
図
7
）
　
の
側
壁
と
同
様
に
画
面
を

細
か
く
分
割
す
る
手
法
を
使
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
の
区
画
の
サ
イ

ズ
は
前
者
が
N
3
×
N
u
O
c
m
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
N
u
－
×
N
O
N
c
m
と
小
さ

い
。
こ
れ
は
描
か
れ
た
空
間
の
大
き
さ
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
よ
う
に
思
う
。

ス
ク
ロ
ヴ
ュ
ー
ニ
礼
拝
堂
の
横
幅
は
0
0
畠
c
m
で
、
ア
ッ
シ
ジ
に
比
べ
る
と
非
常

に
狭
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ョ
ッ
ト
は
横
幅
の
狭
い
ス
ク
ロ
ヴ
ュ
ー
ニ
礼

拝
堂
お
い
て
は
よ
り
小
さ
い
画
面
を
採
用
し
、
必
要
な
視
距
離
を
短
く
し
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
よ
っ
て
遠

近
法
理
論
が
整
理
さ
れ
る
以
前
の
作
品
で
あ
り
、
ジ
ョ
ッ
ト
が
視
距
離
に
つ
い

て
理
論
的
に
考
慮
し
て
い
た
の
か
は
疑
わ
し
い
が
、
経
験
的
に
ま
た
感
覚
的
に

画
面
の
大
き
さ
を
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
第
三
章
で

詳
し
く
見
て
い
く
が
、
そ
れ
は
、
後
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
サ
ン
タ
・
ク
ロ
ー
チ

エ
聖
堂
の
ベ
ル
ッ
ツ
ィ
礼
拝
堂
壁
画
　
（
一
三
二
〇
年
）
　
（
図
8
）
　
に
お
い
て
、

こ
の
画
家
が
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
作
品
と
同
じ
く
、
斜
め
か
ら
の
視
線
に
応
え
る
よ

う
な
構
図
を
採
用
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
実
際
、
こ
の
礼
拝

堂
は
、
壁
画
の
底
辺
が
缶
O
c
m
も
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
礼
拝
堂
の
幅
が
芸
0

－
3
0
c
m
と
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
よ
り
も
狭
い
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ッ
ト
の
作

品
群
に
お
い
て
は
、
単
に
ア
ー
チ
や
建
築
物
の
片
側
を
見
せ
る
こ
と
で
観
者
の

斜
め
か
ら
の
視
線
に
対
応
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
終
わ
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も

ま
た
、
作
品
の
置
か
れ
る
建
築
物
の
構
造
に
よ
る
制
限
を
打
破
し
ょ
う
と
試
み

た
成
果
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
同
じ
ベ
ク
ト
ル
上
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

、
つ
○

マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
に
と
っ
て
大
き
な
画
面
を
得
る
こ
と
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
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ら
の
新
し
い
絵
画
手
法
で
あ
る
遠
近
法
の
効
果
を
増
大
さ
せ
、
作
品
を
ひ
と
つ

の
窓
の
よ
う
に
見
せ
る
た
め
、
さ
ら
に
進
ん
で
考
え
る
と
、
ひ
と
つ
の
統
一
さ

れ
た
空
間
と
し
て
構
成
さ
れ
た
礼
拝
堂
を
実
現
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
彼
は
そ
の
要
請
に
従
い
、
必
要
な
視
距
離
を
得
る
た
め
に
斜
め
か
ら
の
視

点
を
考
え
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
同
時
に
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ

は
、
《
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
が
、
真
正
面
か
ら
で
は
な
く
斜
め
か
ら
見
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
弊
害
を
も
よ
く
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は

そ
の
弊
害
を
避
け
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
遠
近
法
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
作
品

内
の
個
々
の
モ
チ
ー
フ
に
あ
る
工
夫
を
施
し
て
い
る
。

二
．
オ
ヴ
工
タ
ー
リ
礼
拝
堂
の
遠
近
法

《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
　
の
画
面
中
央
に
は
、
円

柱
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
た
左
右
の
情
景
に
ま
た
が
っ
て
、
葡
萄
の
蔓
棚
　
（
ベ
ル

ゴ
ラ
）
　
が
措
か
れ
て
い
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
、
先
行
す
る
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ

ル
ス
伝
の
図
像
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
ベ
ル
ゴ
ラ
は
、
遠

近
法
の
流
行
に
と
も
な
っ
て
、
そ
の
効
果
を
高
め
る
た
め
の
補
助
的
役
割
を
担

う
べ
く
作
品
中
で
多
用
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
遠
近
法
の
補

助
的
モ
チ
ー
フ
と
は
、
室
内
空
間
に
お
い
て
は
格
子
状
天
井
で
あ
り
、
町
の
風

景
に
お
い
て
は
格
子
状
床
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
羊
飼
い
の
礼
拝
」
　
や
　
「
降

誕
」
な
ど
、
荒
野
を
舞
台
と
し
た
主
題
が
描
か
れ
る
際
に
は
、
画
面
に
奥
行
き

を
与
え
る
手
段
と
し
て
木
の
梁
が
格
子
状
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
小
屋
や
葡
萄
の

ベ
ル
ゴ
ラ
が
使
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
モ
チ
ー
フ
が
描
か
れ
始
め
た

時
期
は
、
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
の
左
壁
　
「
聖
ヤ
コ
ブ
伝
」
　
の
よ
う
に
壁
面
を

細
か
く
分
割
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
画
に
ひ
と
つ
ず
つ
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
描
き
こ
む

と
い
う
伝
統
的
な
画
面
分
割
方
式
が
消
え
、
本
作
品
の
よ
う
に
よ
り
大
き
な
統

一
画
面
を
得
た
時
期
　
二
四
二
五
年
前
後
）
　
や
遠
近
法
の
誕
生
の
時
期
と
符

合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
に
よ
っ
て
空
気
遠
近
法
が
考
案
さ
れ
る

以
前
、
遠
近
法
が
基
本
的
に
建
築
物
内
部
の
天
井
や
床
の
線
に
頼
っ
て
い
た
時

期
に
は
、
ベ
ル
ゴ
ラ
は
戸
外
の
場
面
で
奥
行
き
を
示
す
の
に
必
要
な
モ
チ
ー
フ

で
あ
っ
た
。
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
作
品
に
お
い
て
も
ま
た
、
ベ
ル
ゴ
ラ
の
格
子
柄
が

中
央
に
置
か
れ
た
一
点
消
失
点
を
導
く
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
が
な

い
。
し
か
し
、
モ
チ
ー
フ
の
果
た
し
て
き
た
こ
の
よ
う
な
役
割
を
考
え
る
と
、

こ
こ
で
ひ
と
つ
の
矛
盾
が
明
ら
か
に
な
る
。
本
作
品
に
お
い
て
、
画
家
が
真
正

面
か
ら
み
た
観
者
の
視
線
を
中
央
の
消
失
点
に
収
束
さ
せ
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の

遠
近
法
理
論
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
な
ら
、
最
も
目
立
つ
位
置
に

あ
る
ベ
ル
ゴ
ラ
と
城
は
、
完
全
な
左
右
対
称
で
描
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
方
が
よ
り
高
い
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
　
（
図
9
）
。
し
か
し
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
こ
の
ベ
ル
ゴ
ラ
と
城
を
描
く
際

に
、
左
側
の
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
》
画
面
の
比
重
を
や
や
大
き
く
、

つ
ま
り
左
右
非
対
称
に
表
し
た
の
で
あ
る
。
特
に
ベ
ル
ゴ
ラ
に
お
い
て
は
、
右

画
面
　
（
登
退
体
の
運
搬
》
場
面
）
　
の
も
の
が
途
中
で
朽
ち
果
て
て
描
か
れ
る
な

ど
、
左
右
の
均
衡
が
崩
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
遠
近
法
は
視
覚

を
合
理
化
し
た
も
の
と
し
て
、
客
観
的
な
も
の
の
見
方
を
可
能
に
し
た
と
考
え

ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
世
界
を
構
築
す
る
と

い
う
特
徴
を
も
有
す
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
も
の
を
小
さ
く
描
く
こ
と
に
よ
っ
て

実
際
に
は
同
じ
平
面
に
あ
る
も
の
を
遠
方
に
あ
る
よ
う
に
み
せ
か
け
る
こ
と
も
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で
き
る
し
、
そ
の
逆
に
遠
く
に
あ
る
も
の
を
大
き
く
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
事

物
を
実
際
よ
り
も
近
く
に
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
遠
近
法
の
特
徴
に
関
し
て
、
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
あ
る
逸
話
を
伝

え
て
い
る
。
高
い
塔
の
上
に
建
て
る
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
像
を
制
作
す
る
際
に
、
フ

エ
イ
デ
ィ
ア
ス
は
四
肢
が
間
延
び
し
、
大
口
で
長
い
鼻
の
不
格
好
な
像
を
造
り

あ
げ
非
難
を
浴
び
た
が
、
そ
の
像
を
所
定
の
位
置
に
置
く
と
、
そ
れ
は
喩
え
よ

う
も
な
く
美
し
く
映
え
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
地
上
か
ら
遠
い
距
離
に
あ
る
頭

部
を
、
観
者
に
よ
り
近
い
距
離
に
あ
る
足
に
比
べ
て
長
く
表
し
た
と
こ
ろ
、
地

上
か
ら
見
上
げ
る
と
、
良
く
表
さ
れ
た
頭
部
は
実
際
よ
り
も
短
く
見
え
、
そ
の

結
果
観
者
の
近
く
に
あ
る
手
足
と
均
整
が
と
れ
、
美
し
く
見
え
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
遠
近
法
の
手
法
は
、
す
で
に
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
に
よ
っ
て
も
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
こ
れ
を
図
解
し
　
（
図
1
0
）
、
バ
ル

ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ス
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
よ
る
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
の

《
最
後
の
審
判
》
に
お
い
て
、
地
表
、
中
間
部
分
、
天
上
と
い
う
三
つ
の
領
域

が
だ
ん
だ
ん
と
大
き
く
な
っ
て
い
る
理
由
と
し
て
あ
げ
て
い
を
。

マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
、
こ
の
古
来
よ
り
の
手
法
を
、
本
作
品
が
礼
拝
堂
入
り
日

か
ら
、
斜
め
の
視
線
で
鑑
賞
さ
れ
る
際
に
生
じ
る
、
あ
る
問
題
点
を
克
服
す
る

た
め
に
使
用
し
た
。
そ
の
問
題
と
は
、
左
画
面
　
（
つ
ま
り
礼
拝
堂
入
口
か
ら
み

て
奥
の
画
面
）
　
が
、
観
者
か
ら
見
て
手
前
画
面
よ
り
遠
く
な
る
、
つ
ま
り
描
か

れ
た
モ
チ
ー
フ
が
小
さ
く
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
作
品
に
お
い
て
、

左
右
の
場
面
は
お
互
い
に
従
属
す
る
こ
と
の
な
い
別
々
の
独
立
し
た
エ
ピ
ソ
ー

ド
で
あ
り
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
両
者
の
う
ち
ど
ち
ら
か
の
場
面
が
小
さ
く
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
印
象
が
薄
ま
る
危
険
を
避
け
た
い
と
思
っ
た
に
ち
が
い

な
い
。
そ
の
た
め
彼
は
、
は
る
か
昔
に
フ
エ
イ
デ
ィ
ア
ス
が
し
た
よ
う
に
、

手
前
画
面
の
モ
チ
ー
フ
に
比
べ
て
、
奥
画
面
の
そ
れ
に
よ
り
大
き
な
比
重
が
か

か
る
よ
う
に
描
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
作
品
中
、
最
も
左
端

に
描
か
れ
た
柱
に
縛
ら
れ
た
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
は
、
上
の
二
層
に
比
べ
て

最
も
大
き
な
体
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
聖
人
の
体
の
大
き
さ
が
、
壁
面
の
下
層

に
い
く
に
従
っ
て
大
き
く
な
る
こ
と
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
《
聖

ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
　
の
最
左
端
に
立
つ
聖
人
の
体
が

際
立
っ
て
大
き
く
措
か
れ
て
い
る
の
は
、
作
品
の
見
ら
れ
る
べ
き
場
所
か
ら
最

も
離
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、
右
端
に
極
端
に

小
さ
く
描
か
れ
た
子
ど
も
は
、
前
述
の
ム
ラ
ー
ノ
の
言
う
よ
う
に
、
横
臥
し
た

ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
と
対
比
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
左
端
の
聖
人
と
対
比

さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
左
画
面
で
こ
ち
ら
に
後
ろ
姿
を
見
せ
て
い

る
ふ
た
り
の
人
物
は
、
右
画
面
の
人
物
像
に
比
べ
て
手
前
に
立
っ
て
い
る
よ
う

に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
、
左
画
面
の
モ
チ
ー
フ
を
右

画
面
に
比
べ
て
手
前
に
大
き
く
措
く
こ
と
で
、
左
画
面
　
（
奥
側
）
　
全
体
が
前
方

に
せ
り
出
し
て
見
え
る
よ
う
な
効
果
を
つ
く
り
出
し
、
斜
め
か
ら
の
視
線
に
耐

え
る
べ
く
、
左
右
画
面
の
モ
チ
ー
フ
の
大
き
さ
に
釣
り
合
い
を
と
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
左
右
画
面
の
空
の
色
の
違
い
は
、
物
語
が
異
な

っ
た
日
に
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
で
は
な
く
、
一
般
に
寒
色
は

画
面
か
ら
後
退
し
、
暖
色
は
手
前
に
飛
び
出
し
て
見
え
る
と
い
う
色
彩
の
特
徴

を
活
か
し
、
左
画
面
を
さ
ら
に
手
前
に
押
し
出
す
手
段
と
し
て
利
用
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。
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三
．
多
重
空
間
の
構
成

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
、
ま
だ
若
い
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
す
で
に
遠
近
法

に
対
す
る
非
常
に
強
い
探
究
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
は

観
者
の
視
線
を
考
慮
し
て
、
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運

搬
》
　
の
絵
画
画
面
を
一
点
消
失
点
に
よ
っ
て
統
合
し
、
同
時
に
礼
拝
堂
の
建
築

構
造
に
従
っ
て
画
面
に
若
干
の
修
正
を
施
し
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
礼
拝
堂
と
い

う
限
定
さ
れ
た
建
築
空
間
の
中
で
、
観
者
の
視
線
を
誘
導
す
べ
く
、
言
い
換
え

る
と
礼
拝
堂
中
に
描
か
れ
た
物
語
の
中
に
人
々
を
誘
う
べ
く
も
う
ひ
と
つ
の
仕

掛
け
を
施
し
た
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
ゴ
ラ
と
同
じ
く
遠
近
法
効
果
を
強
調
す
る
た

め
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
多
用
さ
れ
て
き
た
、
床
の
格
子
柄
で
あ
る
。
興
味
深
い

こ
と
に
、
本
作
品
に
お
い
て
、
描
か
れ
た
床
の
格
子
柄
は
、
柱
に
よ
っ
て
二
つ

に
分
け
ら
れ
た
左
右
の
場
面
で
、
そ
の
大
き
さ
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

マ
ゾ
リ
ー
ノ
に
よ
る
サ
ン
・
ク
レ
メ
ン
テ
聖
堂
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
礼
拝
堂
入
り
口

（
図
日
）
　
の
《
受
胎
告
知
》
　
（
一
四
六
一
－
六
二
年
）
　
に
描
か
れ
た
天
井
に
見

ら
れ
る
手
法
を
喚
起
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
大
天
使
が
立
つ
空
間
と
マ
リ
ア
が

祈
り
を
捧
げ
て
い
る
空
間
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
背
後
に
広
が
る
空
間

な
ど
、
そ
の
画
面
は
合
計
四
つ
の
空
間
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
各
空
間
の
関
係

は
複
雑
で
、
聖
母
の
後
ろ
の
空
間
は
天
使
の
そ
れ
よ
り
も
や
や
奥
に
位
置
し
て

お
り
、
こ
の
遠
近
関
係
を
マ
ゾ
リ
ー
ノ
は
天
井
の
格
子
柄
で
強
調
し
て
い
る
。

．
番
手
前
に
あ
る
格
子
が
大
き
い
の
に
対
し
て
、
奥
で
は
や
や
小
さ
め
に
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
の
工
夫
は
、
ピ
ッ
テ
ィ
宮
パ
ラ
テ
ィ
ー
ナ
絵
画
館

所
蔵
の
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
リ
ッ
ピ
に
よ
る
ト
ン
ド
宗
王
母
子
と
聖
ア
ン
ナ
の
生

涯
》
　
二
四
五
二
年
）
　
や
、
ゴ
ツ
ツ
ォ
リ
の
《
サ
ロ
メ
の
舞
踏
》
　
（
一
四
六
一

－
六
二
年
）
　
（
図
1
2
）
　
に
も
見
ら
れ
る
。
踊
る
サ
ロ
メ
の
奥
の
部
屋
で
は
同
じ

サ
ロ
メ
が
彼
女
の
母
親
に
ヨ
ハ
ネ
の
首
を
差
し
出
し
て
お
り
、
ふ
た
つ
の
部
屋

の
天
井
の
模
様
を
替
え
、
奥
の
格
子
模
様
を
少
し
小
さ
く
描
く
こ
と
で
部
屋
の

前
後
関
係
を
、
つ
ま
り
、
異
時
同
図
法
で
描
か
れ
た
複
数
の
情
景
の
違
い
を
際

立
た
せ
て
い
る
。

マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
作
品
に
お
い
て
、
左
画
面
　
（
奥
側
）
　
の
床
の
格
子
が
右
画
面

よ
り
も
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
、
左
画
面
の
方
を
奥
に
見
る
、
つ
ま
り
礼
拝
堂

の
入
り
日
か
ら
見
る
視
点
を
考
慮
し
て
い
た
と
考
え
る
根
拠
と
な
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
よ
り
複
雑
な
問
題
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
の

と
お
り
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
、
中
央
に
描
か
れ
た
城
や
ベ
ル
ゴ
ラ
に
お
い
て
は
奥

側
の
比
重
が
よ
り
大
き
く
な
る
よ
う
に
描
い
た
。
し
か
し
、
床
面
に
お
い
て
は

奥
画
面
の
ほ
う
を
小
さ
く
描
き
、
祭
壇
の
方
向
へ
視
線
を
誘
導
す
る
線
を
示
唆

し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
土
台
と
な
る
床
に
お
い
て
は
、
視
線
が
実
際
の
建
築
空

間
に
基
づ
い
て
礼
拝
堂
奥
へ
と
進
む
よ
う
に
、
一
方
で
、
そ
の
床
の
上
に
描
か

れ
た
登
場
人
物
や
物
語
の
舞
台
装
置
に
つ
い
て
は
、
観
者
の
立
つ
前
方
に
せ
り

出
し
て
見
え
る
よ
う
に
構
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
絵
画
空

間
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ゴ
ラ
に
よ
っ
て
一
点
消
失
点
を
、
礼
拝
堂
内
の
建
築
空

間
に
お
い
て
は
、
床
の
格
子
柄
や
そ
の
他
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
祭
壇
画
《
聖

母
被
昇
天
》
の
方
向
に
消
失
点
を
暗
示
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
章
で
触
れ
た
通

り
、
本
作
品
の
中
央
に
描
か
れ
た
城
は
、
画
面
奥
方
へ
と
向
か
う
視
線
を
妨
げ

る
も
の
で
あ
り
、
遠
近
法
効
果
を
低
め
る
も
の
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
そ
の
た

め
、
作
品
の
広
が
り
は
む
し
ろ
画
面
の
左
側
の
空
間
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
中
央
や
右
端
の
柱
の
影
、
人
物
像
の
影
が
右
側
に
落
ち
て
い
る
こ

と
か
ら
光
は
左
方
向
、
つ
ま
り
実
際
の
礼
拝
堂
内
に
差
し
込
む
光
を
考
慮
し
て

－36－



い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
画
面
右
上
に
描
か
れ
た
赤
い
旗
に
よ
っ
て
左

方
向
に
導
か
れ
た
視
線
は
、
左
端
に
描
か
れ
た
巨
大
な
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス

の
体
に
い
た
っ
て
止
ま
る
。
つ
ま
り
、
視
線
は
礼
拝
堂
奥
の
祭
壇
へ
、
そ
し
て

そ
の
背
後
に
描
か
れ
た
《
聖
母
被
昇
天
》
　
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
部
屋
の
奥
に
向
か
う
視
線
の
誘
導
は
、
「
ヤ
コ
ブ
伝
」
　
に
お
い
て
も
見
ら

れ
る
。
《
ヘ
ル
モ
ゲ
ネ
ス
の
洗
礼
》
、
《
ヤ
コ
ブ
の
殉
教
へ
の
追
行
》
そ
し
て

《
ヤ
コ
ブ
の
殉
教
》
に
お
い
て
は
、
大
き
な
建
築
物
を
画
面
左
側
に
置
く
こ
と

で
右
方
に
広
が
る
空
間
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
画
面
を
分
け
る
装
飾
枠

の
上
に
描
か
れ
た
少
年
像
　
（
図
1
3
）
　
は
右
側
、
つ
ま
り
礼
拝
堂
奥
に
向
か
っ
て

体
を
傾
け
て
お
り
、
彼
の
視
線
も
そ
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
、
祭
壇
画
を
中
心
と
し
た
観
者
の
立
ち
位
置
及
び
そ
の
視
線
を

考
慮
し
た
と
考
え
ら
れ
る
作
品
は
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
以
前
に
も
見
ら
れ
る
。
ジ

ョ
ッ
ト
は
、
ス
ク
ロ
ヴ
ュ
ー
ニ
礼
拝
堂
の
正
面
ア
ー
チ
部
分
最
下
層
の
左
右
に

描
い
た
《
小
礼
拝
堂
》
　
（
図
1
4
）
　
に
お
い
て
、
観
者
が
身
廓
の
中
央
に
、
祭
壇

画
を
正
面
に
し
て
立
つ
と
、
左
右
の
作
品
が
や
や
斜
め
か
ら
見
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
考
慮
し
た
。
彼
は
祭
壇
画
の
中
央
に
、
消
失
点
を
仮
想
し
、
画
中

の
ヴ
オ
ー
ル
ト
を
、
左
側
の
作
品
に
お
い
て
は
左
方
が
、
右
側
の
作
品
に
お
い

て
は
右
方
が
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
と
類
似
し

た
手
法
は
、
ブ
ラ
ン
カ
ッ
チ
礼
拝
堂
の
入
り
口
正
面
祭
壇
の
左
右
に
描
か
れ
た

壁
画
下
層
《
己
の
影
を
投
じ
て
病
者
を
癒
す
聖
ペ
テ
ロ
》
　
（
左
）
　
と
《
共
有
財

産
の
分
配
と
ア
ナ
ニ
ヤ
の
死
》
　
（
右
）
　
（
図
1
5
）
　
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
作
品
に
お

い
て
、
祭
壇
画
に
よ
っ
て
左
右
に
分
け
ら
れ
た
二
場
面
は
共
通
の
消
失
点
を
有

し
、
そ
の
点
で
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
と
同
様
に

ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
《
悔
懐
す
る
息
子
の
奇
蹟
》
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
マ
ザ

ッ
チ
ョ
は
、
祭
壇
画
で
分
け
ら
れ
た
こ
の
二
枚
の
作
品
を
一
枚
の
画
面
と
見
立

て
た
た
め
に
、
各
作
品
を
祭
壇
の
真
正
面
か
ら
、
つ
ま
り
個
々
の
作
品
に
対
し

て
は
幾
分
斜
め
か
ら
眺
め
る
視
線
に
対
応
す
る
よ
う
に
、
人
物
の
配
置
や
背
景

の
建
物
を
描
い
た
。
さ
ら
に
、
ア
レ
ッ
ツ
ォ
の
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
聖

堂
の
ピ
エ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
に
よ
る
《
受
胎
告
知
》
と
《
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
の
夢
》
　
（
図
1
6
）
も
ま
た
同
様
の
措
か
れ
方
を
し
て
い
る
。

祭
壇
左
側
の
《
受
胎
告
知
》
に
描
か
れ
た
柱
は
右
方
向
か
ら
、
つ
ま
り
祭
壇
の

背
後
に
あ
る
実
際
の
窓
か
ら
の
光
を
示
唆
し
て
お
り
、
ま
た
右
か
ら
の
視
線
を

考
慮
し
、
画
面
上
方
の
窓
に
お
い
て
は
、
や
や
部
屋
の
内
側
に
向
い
た
左
側
の

窓
扉
だ
け
が
観
者
の
方
に
姿
を
み
せ
る
よ
う
に
措
い
て
い
る
。
一
方
、
右
画
面

《
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
の
夢
》
で
は
、
左
端
の
人
物
は
こ
ち
ら
に
背
中
を

む
け
て
お
り
、
逆
に
右
端
の
人
物
は
観
者
の
い
る
べ
き
地
点
、
つ
ま
り
礼
拝
堂

中
央
の
側
に
体
を
向
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
《
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉

教
》
に
措
か
れ
た
、
聖
人
と
後
ろ
向
き
の
人
物
像
と
の
関
係
に
よ
く
似
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
挙
げ
た
数
点
の
作
例
は
礼
拝
堂
の
側
壁
で
は
な
く
、
祭
壇

側
の
壁
面
に
描
か
れ
て
お
り
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
作
品
と
幾
分
異
な
っ
て
は
い
る
。

し
か
し
、
前
章
で
見
た
ジ
ョ
ッ
ト
に
よ
る
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
サ
ン
タ
・
ク
ロ
ー

ナ
エ
聖
堂
の
ベ
ル
ッ
ツ
ィ
礼
拝
堂
壁
画
の
よ
う
に
、
側
壁
に
描
か
れ
た
壁
画
に

よ
っ
て
祭
壇
画
へ
の
奥
行
き
が
示
さ
れ
る
例
も
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
ひ
と
つ
に
は
絵
画
平
面
上
の
奥
行
き
を
、
も

う
ひ
と
つ
に
は
礼
拝
堂
の
奥
に
向
か
う
方
向
性
を
暗
示
す
る
た
め
に
、
異
な
る

ふ
た
つ
の
消
失
点
　
（
ひ
と
つ
は
想
定
上
の
も
の
）
　
の
も
と
に
、
礼
拝
堂
壁
画
を

構
成
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
、
画
面
に
二
点
の
消
失
点
を
置
く

こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
異
な
っ
た
視
線
を
誘
導
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
二
つ
の
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空
間
を
創
造
し
た
例
を
見
た
い
。
ウ
ツ
チ
ェ
ロ
に
よ
る
《
ノ
ア
の
泥
酔
》
　
の
上

に
描
か
れ
た
《
大
洪
水
》
　
（
二
四
四
六
⊇
四
八
年
頃
）
　
（
図
1
7
ト
ー
a
）
に
お
い
て
、

両
場
面
の
主
人
公
で
あ
る
ノ
ア
は
、
画
面
右
奥
の
鳩
を
放
す
老
人
と
そ
の
手
前

の
神
に
祈
る
人
物
と
し
て
．
一
度
登
場
す
る
が
、
そ
の
ふ
た
つ
の
人
物
像
が
ほ
ぼ

重
な
っ
て
描
か
れ
て
い
る
た
め
に
物
語
が
ど
こ
で
分
か
れ
て
い
る
の
か
判
別
し

が
た
い
。
し
か
し
ふ
た
り
の
ノ
ア
は
、
実
は
両
端
の
箱
舟
に
よ
っ
て
導
か
れ
る

消
失
点
の
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
　
（
図
1
7
－
b
）
。
つ
ま
り
、

ウ
ツ
チ
ェ
ロ
は
消
失
点
を
ふ
た
つ
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
を
中
央
で
分

け
る
の
で
は
な
く
、
奥
の
場
面
と
手
前
の
場
面
と
に
分
け
て
描
い
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
後
方
の
場
面
で
方
舟
の
上
に
立
つ
ノ
ア
は
、
前
方
で
は
洪
水
が
去

っ
た
た
め
方
舟
の
外
に
出
て
い
る
。
物
語
は
奥
の
方
か
ら
前
方
へ
語
ら
れ
て
お

り
、
観
者
は
物
語
を
読
む
た
め
に
視
点
を
前
後
に
移
動
さ
せ
る
っ
　
ウ
ツ
チ
ェ
ロ

が
こ
う
し
た
複
数
の
消
失
点
を
利
用
し
た
の
は
、
観
者
の
物
理
的
立
ち
位
置
を

考
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
？
畑
　
さ
ら
に
彼

は
、
《
幼
子
の
礼
拝
》
　
（
▲
四
四
六
年
頃
）
　
（
図
1
8
）
　
に
お
い
て
も
ふ
た
つ
の
消

失
点
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
前
景
に
イ
エ
ス
を
礼
拝
す
る
マ
リ
ア
と

ヨ
セ
7
、
左
後
景
に
　
「
羊
飼
い
へ
の
告
知
」
　
が
描
か
れ
て
い
る
。
消
失
点
は
左

右
の
画
面
上
部
に
置
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ふ
た
つ
に
分
割
さ
れ
た
空

間
は
、
マ
リ
ア
を
中
心
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
横
方
面
へ
の
広
が
り
を
得
て
い
る
。

こ
う
し
た
特
徴
や
、
右
側
面
に
置
か
れ
た
消
失
点
を
導
く
馬
小
屋
の
格
予
状
の

屋
根
か
ら
、
こ
の
作
品
も
ま
た
《
ノ
ア
の
泥
酔
》
と
同
様
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
作

品
と
非
常
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
万
で
、
ウ
ツ
チ
ェ
ロ
は
、
同

じ
く
旧
約
聖
書
伝
の
一
部
と
し
て
描
か
れ
た
《
動
物
と
ア
ダ
ム
の
創
造
》
　
（
一

己
▲
二
一
弓
▲
二
ハ
年
頃
）
　
で
は
、
作
品
を
囲
む
枠
　
（
縁
柄
）
　
と
し
て
描
か
れ
た
白

黒
の
線
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
一
点
消
失
点
を
、
画
面
中
央
に
置
い
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
、
「
ノ
ア
の
物
語
」
と
　
「
創
造
」
と
の
間
の
遠
近
法
の
変
化
は
、
同
じ

サ
イ
ク
ル
で
あ
り
な
が
ら
両
者
の
制
作
年
代
が
か
な
り
離
れ
て
い
る
こ
と
に
起

因
す
る
だ
ろ
う
∩
）
　
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
は
、
一
四
三
〇
年
代
か
ら
一
四
四
六
年
頃
の
間

に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
的
J
点
消
失
点
に
よ
る
画
面
統
一
を
敢
え
て
斥
け
、
消
失
点

を
複
数
設
け
る
こ
と
で
独
自
の
効
果
を
生
み
出
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
複

数
の
消
失
点
は
、
い
ず
れ
も
絵
画
平
面
上
に
置
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ

の
　
「
常
軌
を
逸
す
る
ほ
ど
に
遠
近
法
研
究
に
の
め
り
こ
ん
だ
」
画
家
に
よ
る
複

雑
な
多
重
空
間
の
創
造
は
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
自
ら
の
様
式
を
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ

の
遠
近
法
か
ら
発
展
さ
せ
る
際
に
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
先
に
述
べ
た
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
の
様
式
移
行
期
に
あ
た
る
一
四

四
〇
年
代
に
は
、
こ
の
画
家
が
パ
ド
ヴ
ア
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
っ
て
お
町
、
こ
の
事
実
が
示
す
意
味
は
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
、
絵
画
▲
平
面
上
に
お
い
て
は
ベ
ル
ゴ
ラ
を
利
用
し
、
中
央

に
一
点
の
消
失
点
を
置
く
こ
と
で
横
長
の
画
面
を
完
全
に
統
一
し
、
ア
ル
ベ
ル

テ
ィ
的
遠
近
法
を
実
践
し
た
。
一
方
、
舞
台
の
土
台
と
な
る
床
の
格
子
に
は
、

礼
拝
堂
の
実
際
的
な
利
用
の
要
請
に
従
う
た
め
に
観
者
の
視
線
を
礼
拝
堂
奥
の

祭
壇
へ
と
導
く
役
割
を
負
わ
せ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
来
遠
近
法
を
強
調
す
る

た
め
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
床
の
格
子
以
外
に
、
さ
ら
に
同
じ
役
割
を
果
た
す
ベ

ル
ゴ
ラ
を
も
画
面
に
描
き
こ
ん
だ
理
由
と
も
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
床
と
ベ

ル
ゴ
ラ
は
、
と
も
に
消
失
点
を
導
く
役
割
を
与
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
導

く
視
線
の
方
向
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
な
空
間
構
成
は
、
二

点
の
消
失
点
を
も
っ
て
絵
画
空
間
を
分
け
た
、
《
洪
水
》
や
《
幼
子
の
礼
拝
》

に
見
ら
れ
る
ウ
ツ
チ
ェ
ロ
の
手
法
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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お
わ
り
に

画
が
描
か
れ
る
器
で
あ
る
建
築
空
間
さ
え
も
自
ら
の
手
で
造
り
あ
げ
た
こ
と
か

ら
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
装
飾
は
、
当
初
、
数
人
の
画
家
た
ち
が
関
わ
っ
た
も

の
で
あ
っ
た
が
、
様
々
な
問
題
を
経
て
、
最
終
的
に
は
若
き
マ
ン
テ
ー
こ
ヤ
の

手
に
任
さ
れ
、
彼
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
《
聖
ク
リ
ス

ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と
遺
体
の
運
搬
》
　
に
お
い
て
、
こ
の
画
家
の
初
期
作
品
に

見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
頻
繁
に
取
り
し
げ
ら
れ
る
仰
視
的
遠
近
法
か
ら
離
れ
、

よ
り
人
き
な
横
長
の
画
面
を
得
て
、
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
説
く
■
点
消
失
点
を
前

提
と
し
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
絵
画
的
遠
近
法
を
試
み
た
。
そ
し
て
そ
の
結
果
、
こ

の
理
論
の
限
界
や
矛
盾
に
南
面
し
、
実
際
の
建
築
空
間
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に

画
面
に
様
々
な
t
夫
を
凝
ら
し
た
。
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
、
生
涯
を
通
じ
て
空
間

的
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
探
求
し
続
け
た
画
家
で
あ
る
〔
〕
古
代
研
究
を
通
じ
て
古

典
古
代
の
モ
チ
ー
フ
を
時
代
錯
誤
な
し
に
正
確
に
描
く
こ
と
や
、
遠
近
法
に
注

い
だ
情
熱
は
、
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
再
三
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
彼
を
特
徴
づ

け
る
そ
れ
ら
の
要
素
は
、
す
べ
て
描
か
れ
た
も
の
の
迫
真
性
を
導
く
も
の
で
あ

る
。
彼
は
、
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
装
飾
に
お
い
て
人
物
像
や
建
築
物
な
ど

個
々
の
モ
チ
ー
フ
に
対
す
る
関
心
か
ら
発
展
し
、
観
者
の
視
線
を
考
慮
す
る
こ

と
で
、
描
か
れ
た
作
品
の
設
置
さ
れ
る
空
間
を
も
構
成
す
る
こ
と
を
目
指
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
後
の
大
作
、
マ
ン
ト
ヴ
ァ
の
パ
ラ
ッ
ツ
オ
・
ド
ゥ

カ
ー
レ
の
カ
メ
ラ
・
デ
リ
・
ス
ポ
ー
ジ
　
（
婚
姻
の
間
）
　
装
飾
　
二
四
六
五
－
七

四
年
）
　
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
ひ
と
つ
の
空
間
を
統
一
さ
れ
た

作
品
で
覆
い
、
観
者
の
い
る
現
実
空
間
と
結
び
付
け
る
と
い
う
試
み
が
完
全
な

形
で
実
現
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
空
間
構
成
に
対
す
る
彼
の
関
心
が
▲
生
続
い

た
こ
と
は
、
二
川
七
六
年
に
マ
ン
ト
ヴ
ア
の
自
邸
の
設
計
を
手
掛
け
、
本
来
壁

註（
1
一
本
作
品
は
、
一
九
四
四
年
の
空
爆
の
た
め
破
壊
さ
れ
、
一
八
八
〇
年
頃
よ
り
修
復
の
た
め

別
の
場
所
に
保
管
さ
れ
て
い
た
篇
モ
母
被
昇
天
》
と
篇
王
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
と

遺
体
の
運
搬
》
だ
け
が
こ
の
被
害
を
免
れ
た
。
部
分
的
に
で
は
あ
る
が
残
っ
て
い
る
《
聖

大
ヤ
コ
ブ
の
殉
教
》
と
宗
主
大
ヤ
コ
ブ
の
裁
判
》
に
つ
い
て
も
損
傷
は
激
し
く
、
作
品
の

詳
細
に
つ
い
て
は
破
壊
前
に
撮
影
さ
れ
た
作
品
を
ま
と
め
た
雲
t
t
O
r
i
O
M
O
S
C
h
i
n
i
〉
G
訂

A
寺
惑
已
チ
計
こ
き
等
首
苫
ヲ
長
と
塑
さ
え
ぎ
已
軋
こ
ざ
計
喜
－
B
e
r
g
a
m
O
L
澄
や
と
パ
リ

の
ジ
ャ
ッ
ク
＝
マ
ー
ル
・
ア
ン
ド
レ
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
コ
ピ
ー
に
頼
っ
た
〉

（
2
）
　
G
i
u
s
e
p
p
e
『
i
O
C
C
〇
一
ト
ー
弓
訂
軋
れ
A
g
ぎ
壷
竜
已
活
響
き
B
0
－
O
g
n
a
L
浩
↓
も
．
∞
．

（
3
一
ド
ナ
テ
ッ
ロ
は
一
四
四
．
二
－
五
二
年
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
▲
E
五
一
－
五
三
年
に
、
と
も

に
サ
ン
タ
ン
ト
こ
オ
聖
堂
で
制
作
し
て
い
る
′

（
4
）
　
M
a
r
t
h
a
L
e
ま
n
e
 
D
u
n
k
e
－
m
a
n
∵
D
O
n
a
t
e
E
〇
一
s
l
n
D
u
e
n
c
e
O
n
M
a
n
t
e
g
n
a
一
s
 
E
a
r
－
y

N
a
r
r
a
t
i
≦
ル
S
c
e
n
e
■
）
A
r
外
出
已
訂
訂
き
L
H
P
－
悪
声
p
p
．
N
N
平
山
ひ
い
E
．
T
i
e
t
N
e
・
C
O
n
r
a
t
）

旨
訂
ミ
馬
ヨ
串
、
P
O
n
d
O
n
二
欝
y
 
p
p
．
ヤ
ー
○
い
R
O
n
a
－
d
L
i
g
h
t
b
O
W
n
も
ぎ
蔓
彗
奉
∈
監
這

C
O
S
叉
乳
n
C
已
註
端
莞
p
ご
訂
ふ
ど
よ
首
望
占
宍
〓
ゴ
吏
耳
○
已
r
d
L
蛮
声
p
p
．
彗
・
巴
な

（
5
）
　
C
e
s
a
r
e
B
a
d
i
n
i
（
a
c
u
r
a
d
i
）
）
旨
訂
已
馬
さ
白
こ
白
℃
r
Q
堪
乳
計
り
や
M
a
n
t
O
く
a
L
慕
い
〉
p
．
－
の
．

（
6
）
　
レ
オ
ン
・
バ
ッ
テ
ィ
ス
タ
・
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
、
三
輪
福
松
訳
、
『
絵
画
論
』
、
中
央
公
論
美

術
出
版
、
一
九
九
六
年
、
二
六
頁
。

（
7
）
　
「
テ
ィ
マ
ン
ト
ス
は
、
昼
寝
を
し
て
い
る
キ
ユ
ク
ロ
ブ
ス
を
描
く
際
に
そ
の
横
に
サ
テ
エ

ロ
ス
を
巨
人
の
親
指
ほ
ど
の
大
き
さ
に
描
い
た
」
　
（
上
掲
書
、
二
五
頁
）
　
と
い
う
記
述
と

慧
退
体
の
運
搬
》
　
前
方
に
描
か
れ
た
小
さ
な
子
ど
も
と
を
関
連
さ
せ
て
い
る
〔
ノ

M
i
c
h
e
－
a
n
g
e
－
O
 
M
u
r
a
n
O
∴
M
a
n
t
e
g
n
a
 
e
 
A
－
b
e
r
t
i
∵
A
こ
れ
軋
已
一
べ
c
O
さ
完
g
3
0
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ぎ
訂
r
記
紀
訂
3
已
勺
乱
れ
監
g
乱
㌃
已
知
ぎ
e
c
れ
3
3
ざ
『
i
r
e
n
z
e
・
く
e
n
e
z
i
a
・
M
a
n
t
O
く
a
L
蛮
声

p
p
J
O
u
⊥
u
N
．

（
8
）
　
そ
れ
以
前
は
、
二
人
一
組
で
制
作
し
て
い
た
ピ
ゾ
ー
ロ
と
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
、
「
聖
ヤ
コ

ブ
伝
」
制
作
に
関
し
て
、
一
四
四
九
年
九
月
二
十
七
口
付
け
で
制
作
箇
所
の
分
担
を
定
め

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
聖
ヤ
コ
ブ
伝
」
　
の
制
作
年
代
は
、
一
四
四
九
年
以
降
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
E
r
i
c
e
 
R
i
g
O
n
i
）
ト
一
弓
訂
r
訂
e
c
れ
ヨ
3
訂
訂
ぎ
℃
白
丸
○
岩
㌧
S
F
軋
れ
q

軋
O
C
g
3
3
声
P
a
d
O
く
a
L
等
○
も
p
L
Y
N
O
）
d
O
C
．
の
二
〇
．

（
9
）
　
L
i
g
h
t
b
O
W
n
｝
竜
．
C
h
汁
こ
謡
の
｝
p
．
〕
∞
．

（
1
0
）
一
四
四
八
年
に
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
を
は
じ
め
と
す
る
四
人
の
画
家
　
（
ム
ラ
ー
ノ
島
か
ら
ジ
ョ

ヴ
ァ
ン
二
・
ダ
レ
マ
ー
ニ
ヤ
と
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ヴ
ィ
ヴ
ア
リ
ー
こ
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
ス
ク
ア

ル
ナ
ョ
ー
ネ
工
房
か
ら
ニ
ッ
コ
ロ
・
ピ
ゾ
ー
ロ
と
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
）
　
に
制
作
依
頼
が
な
さ

れ
た
後
、
一
四
五
〇
年
の
春
に
ダ
レ
マ
ー
ニ
ヤ
が
病
死
、
翌
年
ヴ
ィ
ヴ
ァ
リ
ー
二
が
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
に
帰
国
し
た
。
す
ぐ
に
イ
ン
ベ
ラ
ト
リ
ー
チ
ェ
・
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
は
ブ
ォ
ー

ノ
・
ダ
・
フ
エ
ラ
ー
ラ
と
ア
ン
ズ
ィ
ー
ノ
・
ダ
・
フ
ォ
ル
リ
に
依
頼
を
し
た
が
、
さ
ら
に

一
四
五
三
年
に
は
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
と
共
同
で
制
作
し
て
い
た
も
の
の
、
以
前
か
ら
不
和
で

あ
っ
た
ピ
ゾ
ー
ロ
が
死
亡
し
、
最
終
的
に
は
装
飾
の
指
揮
は
、
最
も
若
年
で
あ
っ
た
マ
ン

テ
ー
ニ
ヤ
に
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
R
i
g
O
n
i
）
〇
℃
．
C
訂
．
こ
笥
○
V
 
p
p
．
－
Y
N
O
V
会
）
皇
い

く
ー
t
t
O
r
i
O
 
L
a
z
N
a
r
i
n
i
も
n
d
r
e
a
 
M
O
S
C
h
e
t
t
i
㌧
D
O
C
u
m
e
n
t
i
 
p
i
t
t
u
r
a
 
P
a
d
O
く
a
n
a
〉

S
e
c
．
舛
く
一
〉
≧
琶
岩
A
r
c
計
を
訂
一
厨
莞
ぎ
ー
k
d
J
d
O
C
．
C
i
i
i
．

（
1
1
）
　
礼
拝
堂
内
の
向
か
い
合
う
壁
画
装
飾
の
対
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
M
i
c
h
e
－
A
－
p
a
t
O
薫

j
h
e
P
a
r
a
E
e
－
i
s
m
O
f
G
i
O
t
t
O
■
s
P
a
d
u
a
n
F
r
e
a
c
O
e
S
J
G
訂
き
㌧
当
馬
A
r
e
3
日
C
計
良
q
乳

句
r
謡
C
O
謡
－
L
O
n
d
O
n
L
疫
学
も
p
t
G
？
宗
一

（
1
2
）
　
オ
ヴ
ユ
タ
ー
リ
礼
拝
堂
の
両
壁
装
飾
に
お
い
て
、
壁
面
は
花
輪
な
ど
の
装
飾
に
よ
っ
て
上

下
三
段
に
、
さ
ら
に
左
右
ふ
た
つ
に
合
計
六
つ
の
部
分
に
区
切
ら
れ
、
各
区
画
に
聖
人
伝

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ひ
と
つ
ず
つ
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
右
壁
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
伝
の

最
下
層
の
宗
王
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
の
殉
教
》
と
《
遺
体
の
運
搬
》
は
、
中
央
に
描
か
れ

た
大
理
石
の
柱
で
ふ
た
つ
の
場
面
に
分
け
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
背
景
は
共
通
で
あ
り
、

ひ
と
つ
の
消
失
点
を
共
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ふ
た
つ
の
画
面
を
ひ
と
つ
に
合
わ
せ

た
横
長
の
単
一
画
面
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
＞
ロ
d
r
e
a
M
O
S
C
h
e
t
t
i
〉

G
～
∵
■
h
c
r
O
C
馬
己
。
n
g
～
∵
■
鴎
r
q
ヨ
れ
ぎ
己
。
n
b
白
丸
○
岩
－
M
i
－
a
n
O
L
照
草
を
初
め
と
し
て
、

途
中
で
礼
拝
堂
装
飾
に
加
わ
っ
た
プ
ォ
ー
ノ
・
ダ
・
フ
エ
ラ
ー
ラ
が
、
《
幼
児
キ
リ
ス
ト

を
背
負
う
聖
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
》
に
お
い
て
装
飾
計
画
を
軽
視
し
、
統
一
感
を
崩
し
た

た
め
に
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
ク
リ
ス
ト
フ
ォ
ル
ス
伝
の
最
下
層
に
お
い
て
さ
ら
に
秩
序
を

無
視
す
る
よ
う
な
枠
組
み
を
つ
く
つ
た
と
す
る
説
（
L
i
g
h
t
b
O
W
n
〉
名
．
C
早
】
悪
声
p
．
父
こ
、

伝
説
中
の
出
来
事
の
時
間
的
連
続
性
を
正
確
に
描
き
出
す
た
め
と
す
る
説
（
A
．
D
e

N
i
c
0
－
O
S
a
－
m
a
z
O
L
～
払
應
呵
岩
⊇
〇
℃
白
丸
○
岩
喜
軋
れ
A
≡
早
雲
∵
迂
ぎ
已
恵
等
卓
P
a
d
O
く
a
〉

－
諾
い
も
．
詔
．
）
な
ど
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
納
得
の
い
く
説
明
と
は
言
え
な
い
。

（
1
3
）
C
O
－
i
n
E
i
s
－
e
r
∴
コ
岩
〔
訂
已
キ
∽
ミ
ご
ざ
R
や
O
b
已
㌻
已
N
e
w
Y
O
r
k
V
－
芸
㌘
T
h
e

S
k
e
t
c
h
b
0
0
k
O
f
r
O
u
∃
e
n
O
一
山
り
〉
p
．
u
u
〇
．
な
ど
。
そ
の
他
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
と
ヤ
コ

ポ
・
べ
ッ
リ
ー
二
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
r
i
t
N
S
a
已
∴
J
a
c
O
p
O
B
e
E
n
i
a
n
d

M
a
n
t
e
叫
P
a
a
S
p
ロ
t
i
q
u
a
r
i
a
n
s
J
ト
内
C
づ
〔
義
内
払
ナ
ー
誤
↓
｝
p
p
L
u
？
芸
”
E
r
i
c
e
R
i
g
O
n
i
｝

h
J
a
c
O
p
O
B
e
E
i
n
i
a
P
a
d
O
昌
n
e
－
－
畠
○
）
〉
知
を
訂
訂
丸
さ
r
軍
国
H
二
心
N
P
p
p
．
N
巴
・
許
い

G
i
O
r
d
a
n
a
M
a
r
i
a
n
i
C
a
n
O
宗
∴
R
i
ロ
e
s
s
i
O
n
i
s
u
J
a
c
O
p
O
出
e
E
i
n
i
e
s
u
〓
i
b
r
O
d
e
i

d
i
s
e
叫
ロ
i
d
e
－
L
O
u
く
r
e
）
）
A
r
訂
吉
莞
貫
く
0
－
．
N
の
ー
笥
N
も
p
．
平
山
0
．
な
ど
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
4
）
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
、
前
掲
書
、
一
九
九
六
年
、
二
七
頁
。

（
ほ
）
E
．
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
、
木
田
元
他
訳
、
『
∧
象
徴
形
式
V
と
し
て
の
遠
近
法
』
、
哲
学
書
房
、

一
九
九
三
年
、
一
七
九
－
一
九
〇
頁
。

（
1
6
）
辻
茂
、
『
遠
近
法
の
誕
生
－
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
家
と
科
学
』
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
五

年
、
一
六
八
－
一
八
〇
頁
。

（
1
7
）
J
O
h
n
W
h
i
t
e
｝
つ
許
無
r
註
Q
己
知
各
ミ
計
〇
、
七
訂
ざ
r
訂
〓
甘
莞
♪
L
O
n
d
O
n
L
無
声

p
p
・
－
ひ
早
い
P

（
1
8
）
こ
れ
は
、
消
失
点
が
画
面
の
左
端
に
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
筆
者
は
あ
く
ま
で
消

失
点
は
画
面
中
央
に
あ
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
は
礼
拝
堂
の
建
築
構
造
と

ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
の
理
論
と
の
妥
協
点
と
し
て
、
観
者
の
眼
が
必
ず
し
も
画
面
の
中
心
の
消

失
点
に
置
か
れ
る
必
要
性
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
問
題
に
す
る
の
は
、
観
者
の
視
線
の
導
か
れ
る
方
向
で
あ
る
。
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（
1
9
）
T
h
O
m
a
S
P
u
t
t
P
r
k
e
n
u
づ
訂
軋
訂
c
O
C
q
導
電
℃
訂
ざ
r
ぎ
ー
C
O
、
↓
ぢ
○
訟
訂
0
3
㌧
ヨ
岩
0
1
訂
功
♀

S
芸
已
O
r
軋
q
r
ぎ
七
已
ミ
ぎ
g
h
心
篭
」
加
重
u
L
O
n
d
O
n
㍍
0
0
0
｝
p
．
0
0
ー
．

（
2
0
）
ベ
ル
ゴ
ラ
及
び
葡
萄
の
木
（
挿
し
木
）
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
本
来
「
ノ
ア
の
泥
酔
」
主

題
に
登
場
す
る
も
の
で
あ
り
、
著
者
が
調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
ヤ
コ
ポ
・
デ
ッ
ラ
・

ク
エ
ル
ナ
ア
に
よ
る
ボ
ロ
ー
ニ
ヤ
の
サ
ン
・
ペ
ト
ロ
ニ
オ
聖
堂
の
正
面
扉
に
施
さ
れ
た
レ

リ
ー
フ
（
一
四
二
五
－
⊥
二
八
年
）
に
初
め
て
表
れ
る
。

（
2
1
）
作
品
中
に
描
か
れ
た
建
築
物
の
左
右
対
称
性
に
つ
い
て
は
、
W
h
i
t
e
も
や
C
㌻
1
－
誤
↓
〉

p
．
－
∞
p

（
2
2
）
バ
ル
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ス
に
よ
る
と
、
1
＝
F
二
l
フ
ロ
ン
が
こ
の
伝
説
を
プ
リ
ニ
ウ
ス
か

ら
引
用
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
記
述
は
見
ら
れ
な
い

（
バ
ル
ト
ル
シ
ャ
イ
テ
ス
、
高
山
宏
訳
、
『
ア
ナ
モ
ル
フ
ォ
ー
ズ
ー
光
学
魔
術
』
、
国
書
刊

行
会
、
▲
九
九
六
年
、
二
一
頁
）
。

（
2
3
）
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
、
森
田
慶
一
訳
註
、
『
ウ
ィ
ト
ル
ウ
ィ
ウ
ス
建
築
書
』
、
東
海
大
学
出

版
会
、
一
九
六
九
年
、
一
六
丁
・
・
・
六
五
頁
。

（
2
4
）
同
右
、
二
三
頁
。

（
2
5
）
注
2
2
に
示
し
た
と
お
り
、
筆
者
は
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
著
作
の
中
に
こ
の
遠
近
法
の
手
法
に
つ

い
て
の
記
述
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
彼
の
師
で
あ
る

ス
ク
ア
ル
ナ
ョ
ー
ネ
を
介
し
て
、
多
数
の
古
代
の
著
作
に
触
れ
て
い
た
こ
と
は
ヴ
ァ
ザ
ー

リ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ァ
ザ
ー
リ
、
平
川
祐
弘
・
小
谷
年
司
・
田
中
英

道
訳
、
『
ル
ネ
サ
ン
ス
画
人
伝
』
、
白
水
社
、
一
九
八
二
年
、
二
二
一
頁
。
（
G
．
く
a
s
a
r
i
U

、
1
一
ご
こ
こ
∵
壬
、
‥
＝
・
主
二
、
、
‥
こ
こ
ミ
二
、
、
・
、
ミ
、
こ
、
‥
－
、
三
、
、
、
三
・
＝
、
こ
、
、
ミ
ミ
・
ゝ
二
．
、
、
ミ
、
、
ミ
■
、

れ
莞
訂
O
P
I
訂
ヨ
官
営
監
声
‥
∴
∵
昌
－
〉
F
i
r
e
n
N
e
L
い
い
〇
・
）

（
2
6
）
M
a
r
i
－
y
n
A
r
O
n
b
e
r
g
L
a
＜
i
n
｝
つ
訂
七
訂
c
n
Q
、
≧
F
r
r
已
㌻
m
㌧
竜
弓
已
b
宍
弓
已
訂
ヨ
許

無
弓
ぎ
ヨ
C
計
§
C
訂
仏
心
巴
L
n
Q
p
C
h
i
c
a
g
O
〉
L
O
n
d
O
n
L
等
○
〉
p
L
采
．

（
2
7
）
R
i
g
h
t
b
O
W
n
l
竜
．
C
デ
ー
悪
声
勺
．
誤
．

（
28
）
辻
茂
、
前
掲
書
、
一
九
九
五
年
、
▲
一
六
頁
。

（
2
9
）
P
u
t
t
P
r
k
e
n
）
竜
．
C
笹
、
N
茎
○
も
p
．
∞
丁
∞
牟

（
3
0
）
A
－
e
s
s
a
n
d
r
O
P
a
r
r
O
n
C
h
i
∴
P
r
O
S
p
e
t
t
i
く
a
i
n
D
O
n
a
t
e
E
O
e
M
a
s
a
c
c
i
O
｝
〉
知
己
完
g
3
日

計
～
訂
計
等
g
N
訂
莞
弓
へ
訂
計
C
き
A
p
r
i
－
e
G
i
u
叫
P
O
】
莞
芦
k
E
n
O
r
N
．
N
u
勺
p
．
会
ム
ー
．

（
3
1
）
　
旨
註
．
－
p
p
．
N
や
い
－
．

（
3
2
）
　
マ
イ
ケ
ル
・
バ
ク
サ
ン
ド
ー
ル
、
篠
塚
二
三
男
・
池
上
公
平
・
石
原
宏
・
豊
泉
尚
美
訳
、

『
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
の
社
会
史
』
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
、
六
三
－
七
〇
頁
。

（
3
3
）
　
F
r
a
n
c
O
a
n
d
S
t
e
許
n
O
B
O
r
S
i
〉
b
P
Q
訂
【
才
C
註
〇
、
N
e
w
Y
O
r
k
L
等
N
も
p
．
G
N
ふ
や

（
3
4
）
旨
註
．
も
．
G
u
．

（
3
5
）
　
こ
の
時
期
に
ウ
ッ
チ
ェ
ロ
は
、
パ
ド
ヴ
ァ
の
ヴ
ィ
タ
リ
ー
ニ
邸
の
一
室
に
巨
人
た
ち
の
物

語
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
マ
ン
テ
ー
ニ
ヤ
が
こ
れ
を
見
て

絶
賛
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
G
i
u
s
e
p
p
e
 
F
i
O
C
C
O
∵
－
G
i
g
a
n
t
i
d
i
 
P
a
0
－
O

U
c
c
e
E
O
〉
】
ね
ぎ
を
P
軋
匡
r
軍
国
く
i
l
L
霊
∽
〉
p
．
〕
雪
．

（
本
稿
は
、
二
〇
〇
二
年
に
神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
に
提
出
し
た
修
士
論
文
を
一
部
抜

粋
し
、
訂
正
、
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
）

盛
本
直
美
　
（
も
り
も
と
・
な
お
み
）

一
九
九
九
年
　
神
戸
大
学
文
学
部
卒
業

二
〇
〇
二
年
　
神
戸
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
了

神
戸
大
学
大
学
院
文
化
学
研
究
科
在
学
中
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図1－a　「聖大ヤコブ伝」（左壁）、フレスコ、パドヴァ、工レミタ一

二聖堂オヴ工ターリ礼拝堂

日二層左から）アンドレア・マンテ一二ヤ、《聖人ヤコブの

召命≫、《聖大ヤコブの説教》

（中層左から）《ヘルモゲネスを洗礼する聖大ヤコブ茅、

《聖人ヤコブの裁判》

（下層左から）《聖人ヤコブの殉教への道行≫、《聖大ヤコ

ブの殉教》

区＝－b　「聖クリストフォルス伝」（右壁）、フレスコ、パドヴァ、エ

レミタ一二聖堂オヴェターリ礼拝堂

（上層左から）アンズイーノ・ダ・フォルリ、《王の前の聖

クリストフォルス≫、《悪魔に従うことを拒否する聖クリス

トフォルス≫

（中層左から）ブオーノ・ダ・フェラーラ、《幼児キリストを

背負う聖クリストフォルス》、《聖クリストフォルスの説教》

（ド層）アンドレア・マンテ一二ヤ、《聖クリストフォルス

の殉教と遺体の運搬》
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図3－a　アンドレア・マンテ一二ヤ、《聖クリスト

フォルスの殉教と遺体の運搬≫、フレスコ、

底辺660cm、パドヴァ、エレミタ一二聖堂

オヴ工ターリ礼拝堂

図4　アンドレア・マンテ一二ヤ、《聖アント二ウ

スと聖ベルナルドウスの間のキリストのモノ

グラム≫、1452年、フレスコ、底辺316cm、

パドヴァ、アントニーノ美術館

図6　ジョット、「聖フランチェスコ伝」、1297－1300

年、フレスコ、アッシジ、サン・フランチェ

スコ聖堂上堂、身廊

－43

図2　ドナチッロ、《悔俊する息子の奇跡》、1446－

50年、ブロンズ、57×123cm、パドヴァ、サ

ンタント二オ聖堂

図3－b　作者不詳、アンドレア・マンテ一二ヤに基

づく　《聖クリストフォルスの殉教と遺体の

運搬》（部分）、テンペラ、カンバス、パリ、

ジャック＝マール・アンドレ美術館

ウリ1卜‾′イ′し1信

図5　オヴ工ターリ礼拝堂平面図



図8　ジョット、「福音書記者聖ヨハネ伝」（右壁）、
1320年、礼拝堂：幅600～700cm、作品：各

約254×430cm、フィレンツェ、サンタ・クロ

ーチェ聖堂ベルッツイ礼拝堂

＼、、

器巨＼、、、
ト

EVIGLICげ、　　　　∴If
D15・WOR、γ

157・CRbTⅥ

図10　デューラー、（バルトロシャイテイス、『アナモ

ルフォーズー光学魔術－』、1992年、図6より）

図12　ベノッツオ・ゴッツオリ、《サロメの舞と洗

礼者ヨハネの斬首≫、1461－62年、テンペラ、

板絵、23．8×34．3cm、ワシントン、ナショナ

ル・ギャラリー

図7　ジョット、「聖母伝」・「キリスト伝」、1305－

10年、フレスコ、礼拝堂：奥行2082×高さ

1280cm、作品（側壁）：231×202cm、パド

ヴァ、スクロヴェ一二礼拝堂

図9　アンドレア・マンテ一二ヤ、《聖クリストフ

ォルスの殉教と遺体の運搬≫、左右対称（著

者作）

図11マゾリーノ、《受胎告知≫、西壁、1431年以
前、フレスコ、ローマ、サン・クレメンテ聖

堂サクラメント礼拝堂
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図14　ジョット、《受胎告知≫（上層）、《ご訪問≫

《ユダの裏切り≫（中層）、《小礼拝堂≫（下

層）、1306年、フレスコ、各150×140cm、パ

ドヴァ、スクロヴェ一二礼拝堂

図16　ピエロ・デッラ・フランチェスカ、《受胎告

知≫（左）《コンスタンテイヌス帝の夢≫

（右）、1452－64年、フレスコ、各329×193cm、

アレッツオ、サン・フランチェスコ聖堂
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図17－b　パオロ・ウッチェロによる　《大洪水≫の消

失点（Franco e Stefano Borsi，Paol0

Uccell0，NewYork，1992，P．153．より）

図13　アンドレア・マンテ一二ヤ、「聖ヤコブ伝」枠

装飾（部分）、フレスコ、パドヴァ、工レミタ

一二聖堂オヴ工ターリ礼拝堂

図15　マザッチョ、《己の影を投じて病者を癒す聖

ペテロ》（左）、《共有財産の分配とアナ二ヤ

の死≫（右）、1424／25－27年、フレスコ、各
230×162cm、フィレンツェ、サンタ・マリ

ア・デル・カルミネ聖堂ブランカッチ礼拝堂

図17－a　パオロ・ウッチェロ、《大洪水≫、《ノア

の焙祭と泥酔≫、1446－48年頃、フレスコ、215×

510cm、フィレンツェ、サンタ・マリア・ノヴェッ

ラ修道院、キオストロ・ヴェルデ
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図18－b　パオロ・ウッチェロによる　《幼児の礼拝≫

の消失点（Franco e Stefano Borsi，Pao／o

Uccell0，NewYork，1992，P．154．より）

図18－a　パオロ・ウッチェロ、《幼児の礼拝》、

1446年頃、フレスコから画布へ、140×

215cm、フィレンツェ、ウフイツイ美術館
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