
【
講
演
】ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
神
の
手
で
造
ら
れ
た
都
市

石

鍋

真

澄

二
〇
〇
八
年
五
月
三
一
日
に
、
文
芸
学
部
ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー

が
初
め
て
開
催
さ
れ
た
。
以
下
は
、
そ
の
お
り
に
行
わ
れ
た
講
演
の

原
稿
で
あ
る
。
若
干
な
り
と
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
と
思
い
、

多
少
の
註
と
図
版
を
付
し
て
公
刊
す
る
次
第
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、

当
日
の
講
演
で
ご
覧
い
た
だ
い
た
、
多
く
の
ス
ラ
イ
ド
と
そ
の
コ
メ

ン
ト
は
、
省
略
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

ホ
ー
ム
カ
ミ
ン
グ
デ
ー
に
お
い
で
い
た
だ
い
た
皆
さ
ま
に
お
話
し

で
き
る
こ
と
を
、
う
れ
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私
は
イ
タ
リ
ア
美

術
を
専
門
に
し
て
お
り
ま
す
が
、
今
日
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
話
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

講
演
を
頼
ま
れ
た
と
き
、
私
は
初
め
、
バ
ロ
ッ
ク
の
ロ
ー
マ
に
つ

い
て
の
話
を
し
よ
う
と
考
え
ま
し
た
。
し
か
し
、
考
え
を
変
え
ま
し

た
。
短
い
時
間
で
ロ
ー
マ
・
バ
ロ
ッ
ク
の
話
を
す
る
の
は
む
ず
か
し

い
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
私
を
時
々
襲
う
、
ヴ

ェ
ネ
テ
ィ
ア
ン
・
デ
ィ
ズ
ィ
ー
ズ
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
病
が
、
ふ
た
た

び
頭
を
も
た
げ
た
か
ら
で
す
。

「
イ
タ
リ
ア
は
、
死
ぬ
ま
で
に
何
度
と
な
く
蘇
っ
て
く
る
夢
だ
」

と
、
あ
る
詩
人
（
ア
ン
ナ
・
ア
フ
マ
ー
ト
ヴ
ァ
）
は
言
っ
た
そ
う
で

す
が
、
ロ
ー
マ
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
夢
は
、
い
つ
蘇
る
か
分
か
ら
な

い
危
険
な
デ
ィ
ズ
ィ
ー
ズ
だ
と
思
い
ま
す
。
一
般
に
イ
タ
リ
ア
病
は

か
な
り
感
染
力
が
強
く
危
険
で
す
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
病
の
ヴ
ィ
ー

ル
ス
は
特
に
毒
性
が
強
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
を
申
し
ま
す
と
、

イ
タ
リ
ア
病
の
病
原
菌
を
私
が
ま
き
散
ら
し
て
い
る
と
の
噂
が
広
ま
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っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ち
ょ
っ
と
危
険
人
物
と
い
う
わ
け
で
す
。

ま

ち

そ
ん
な
次
第
で
今
日
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
は
い
か
な
る
都
市
な

の
か
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
美
術
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
に
つ

い
て
時
間
の
許
す
か
ぎ
り
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
撮
り
た
め
た

膨
大
な
ス
ラ
イ
ド
の
一
部
を
見
て
い
た
だ
い
て
、
夏
目
漱
石
の
『
草

枕
』
流
に
い
え
ば
、
住
み
に
く
い
世
の
、
つ
か
の
間
の
寛
ぎ
に
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
と
思
い
ま
す
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
び
と
が
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
書
い
て
き
ま
し
た
。
イ
ン
ク
で
あ
ら
ゆ
る
運
河
が
黒
く

な
る
ほ
ど
だ
、
と
あ
る
文
学
者
（
ポ
ー
ル
・
モ
ラ
ン
）
は
書
い
て
い

ま
す
。

身
近
な
と
こ
ろ
で
、
三
島
由
紀
夫
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

三
島
由
紀
夫
は
三
度
外
遊
し
て
い
ま
す
が
、
初
め
の
二
度
の
旅
行
で

は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。「
名
物
に
旨
い
も
の

な
し
」
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
一
九
六
一
年
、
三
六

歳
の
時
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
訪
れ
て
、
自
分
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と

に
気
づ
き
ま
し
た
。「
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
も
訪
れ
る
べ
き
土
地
で

あ
る
。
こ
ん
な
奇
怪
な
町
、
独
創
的
な
町
が
、
地
上
に
ま
た
と
あ
ろ

う
と
は
思
わ
れ
な
い
」
と
言
っ
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
第
一
に
そ
れ
は
退
廃
し
て
い
る
。
救
い
よ
う
が
な
い
ほ
ど
退
廃

し
て
い
る
。
私
は
デ
カ
ダ
ン
と
い
う
も
の
の
、
こ
ん
な
に
も
目
に
あ

り
あ
り
と
映
る
実
体
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
…
私
の
言
う
の
は
建
物

の
こ
と
で
あ
る
。
建
物
が
人
間
な
ど
は
尻
目
に
か
け
て
、
そ
れ
自
体

の
深
い
デ
カ
ダ
ン
に
沈
潜
し
、
正
に
「
滅
び
」
を
生
き
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
建
物
が
精
神
で
あ
り
、
人
間
は
動
物
に
過
ぎ
な

い
（
１
）。」こ

の
三
島
の
言
葉
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
関
す
る
す
ぐ
れ
た
描
写

の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。「
退
廃
」
や
「
滅
び
」
と
い
う
の
は
数
多

い
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
神
話
」
の
一
つ
で
す
が
、
実
に
魅
力
的
で
す
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
独
創
性
に
つ
い
て
は
、
一
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
有
名
な
劇
作
家
カ
ル
ロ
・
ゴ
ル
ド
ー
ニ
が
、『
自
伝
』（
一
七
八

七
年
）
の
中
で
、
こ
ん
な
風
に
書
い
て
い
ま
す
。

「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ま
っ
た
く
常
な
ら
ぬ
都
市
で
あ
り
、
自
ら
の

目
で
見
る
こ
と
な
く
正
確
な
概
念
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
地
図

や
図
面
、
模
型
や
記
述
は
用
を
な
さ
な
い
。
見
る
こ
と
が
必
要
だ
。

あ
ら
ゆ
る
都
市
は
多
か
れ
少
な
か
れ
似
通
っ
て
い
る
も
の
だ
。
し
か

し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
い
か
な
る
都
市
に
も
似
て
い
な
い
。
長
い
間

留
守
に
し
て
、
再
び
そ
れ
を
見
る
た
び
に
、
私
は
新
た
な
驚
き
を
感

じ
る
。
歳
を
と
り
、
知
識
が
増
え
、
新
し
い
比
較
材
料
を
得
る
に
し
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た
が
っ
て
、
新
た
な
特
異
さ
、
新
た
な
美
し
さ
を
見
出
す
（
２
）」。

ゴ
ル
ド
ー
ニ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
生
ま
れ
で
し
た
が
、
す
ぐ
に
都
市

を
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
各
地
を
歩
い
た
彼
が
記
し
た
、

二
〇
〇
年
以
上
前
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ
の
も
の
で
も
あ

る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
詩
人
の
ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
鳩
が

歩
き
、
有
翼
の
ラ
イ
オ
ン
（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
シ
ン
ボ
ル
）
が
空
を

飛
ぶ
都
市
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
よ
う
す
る
に
、
他
の
都
市
の
常

識
は
通
用
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
多
く
の
文
人
た
ち
が
こ
ぞ
っ
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

ユ
ニ
ー
ク
さ
に
驚
嘆
し
、
そ
れ
を
称
え
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
嫌
悪
を
感
じ
た
者
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

た
と
え
ば
、『
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡
史
』
の
ギ
ボ
ン
の
よ
う
に
。
一
七

六
四
年
に
グ
ラ
ン
ド
・
ツ
ア
ー
に
出
た
ギ
ボ
ン
は
、「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
光
景
は
数
時
間
の
驚
嘆
と
数
日
間
の
嫌
悪
を
も
た
ら
し
た
（
３
）」
と

簡
潔
に
記
し
て
い
ま
す
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
独
特
の
官
能
的
で
感

覚
的
、
ロ
マ
ン
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ギ
ボ
ン
の
よ
う
な
知
性
の
人

に
は
合
わ
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ほ
ど
、
称
賛
と
嫌
悪
の
言
葉
が
対
立
し
合
う
都
市

も
珍
し
い
と
思
い
ま
す
。

文
人
た
ち
の
言
葉
ど
お
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
、
そ
の
自
然
も
、

地
理
的
条
件
も
、
歴
史
も
、
生
活
も
、
文
化
も
、
芸
術
も
す
べ
て
独

特
で
す
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ラ
グ
ー
ナ
と
呼
ば
れ
る
潟
の
中
に
あ
り

ま
す
が
、
一
〇
〇
以
上
の
島
と
、
一
〇
〇
以
上
の
運
河
、
四
〇
〇
以

上
の
橋
、
そ
し
て
一
つ
の
広
場
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
（
サ
ン
・
マ
ル

コ
広
場
だ
け
が
ピ
ア
ッ
ツ
ァ
と
呼
ば
れ
、
他
は
カ
ン
ポ
、
あ
る
い
は

カ
ン
ピ
エ
ッ
ロ
と
言
い
ま
す
）。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
た
ち
は
毎
日
毎

日
、
い
く
つ
も
の
島
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。
だ
か

ら
、
た
と
え
ば
、
太
い
道
は
重
要
で
、
細
い
路
地
は
そ
う
で
は
な
い
、

と
い
っ
た
他
の
都
市
の
常
識
は
通
用
し
ま
せ
ん
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で

は
、
橋
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
道
は
、
運
河
に
行
き
当
た
る
の
で
、

引
き
返
す
ほ
か
な
い
の
で
す
。
人
が
す
れ
違
う
の
が
や
っ
と
と
い
っ

た
狭
い
路
地
に
多
く
の
人
が
通
り
、
太
い
道
に
は
誰
も
行
か
な
い
、

と
い
っ
た
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
建
物
が
密
集
し
て
い
る
の
で
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
街
は
ま
さ
に
迷
路
で
、
東
西
も
南
北
も
あ
り
ま
せ

ん
。
ど
ん
な
に
地
図
を
見
よ
う
と
も
、
わ
れ
わ
れ
は
都
市
に
遊
ば
れ

て
し
ま
い
ま
す
。

こ
う
し
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
が
ど
れ
ほ
ど
の
努
力
と
英
知
に

よ
っ
て
造
ら
れ
た
か
は
、
ぜ
ひ
お
話
し
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
独
特
の
建
物
の
建
設

法
に
よ
っ
て
納
得
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

ア
ナ
ル
派
の
有
名
な
歴
史
家
フ
ィ
エ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
は
、

こ
う
書
い
て
い
ま
す
。「
百
万
本
の
木
の
幹
が
サ
ル
ー
テ
教
会
を
支

え
て
い
る
。
砂
と
泥
に
埋
め
ら
れ
た
大
森
林
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を

の
み
こ
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
水
、
つ
ね
に
こ
の
町
を
の
み
こ

む
危
険
の
あ
る
水
の
上
に
か
ろ
う
じ
て
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
（
４
）。」

つ
ま
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
建
物
は
、
無
数
の
木
を
土
台
に
し
て

建
て
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
逆
さ
ま
に
し
た
ら
森

に
な
る
、
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。
杭
を
「
カ
ラ
ン
ト

層
」
と
呼
ば
れ
る
粘
土
層
ま
で
打
ち
込
み
、
柳
の
枝
を
編
ん
だ
網
を

張
る
、
と
い
う
黎
明
期
か
ら
の
方
法
で
建
物
の
土
台
が
造
ら
れ
た
の

で
す
。
私
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
を
見
る
と
、
時
折
、
こ
の
こ
と

を
思
い
出
し
て
、
少
し
胸
が
熱
く
な
り
ま
す
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
を
空
か
ら
見
る
と
、
魚
の
開
き
か
、
ヴ
ァ

イ
キ
ン
グ
の
怪
獣
か
蛇
が
二
匹
噛
み
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

イ
ギ
リ
ス
の
著
述
家
エ
イ
ヴ
リ
ン
は
リ
ュ
ー
ト
だ
と
言
い
ま
し
た
。

カ
ン
ガ
ル
ー
と
言
っ
た
人
も
い
ま
す
。
Ｓ
字
を
反
対
に
し
た
形
の
カ

ナ
ル
・
グ
ラ
ン
デ
（
大
運
河
）
が
都
市
を
二
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

が
三
つ
、
合
計
六
つ
の
地
区
、
セ
ス
テ
ィ
エ
ー
レ
か
ら
な
っ
て
い
ま

す
。
陸
地
か
ら
は
四
キ
ロ
、
リ
ド
島
へ
は
二
キ
ロ
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に

あ
り
ま
す
（
図
１
・
２
）。

ラ
グ
ー
ナ
は
リ
ド
、
マ
ラ
モ
ッ
コ
、
キ
オ
ッ
ジ
ャ
と
い
う
三
つ
の

水
門
で
ア
ド
リ
ア
海
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
ラ
グ
ー
ナ
の
中
は
潮

の
満
ち
干
は
あ
っ
て
も
、
荒
波
に
洗
わ
れ
る
と
い
っ
た
こ
と
は
な
い

わ
け
で
す
（
図
３
）。
蛮
族
の
難
を
逃
れ
た
人
た
ち
が
こ
こ
に
住
み

着
い
た
の
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
始
ま
り
で
す
。
他
に
も
同
じ
よ
う

に
し
て
で
き
た
都
市
が
あ
り
ま
し
た
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
決
定
的

に
違
う
の
は
、「
耕
作
も
、
種
ま
き
も
、
ブ
ド
ウ
摘
み
も
し
な
い
奇

妙
な
連
中
」（
カ
ッ
シ
オ
ド
ル
ス
）
が
、
小
さ
な
漁
村
か
ら
、
海
の

大
帝
国
を
築
き
上
げ
た
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
初
め
リ
ド
島
の
マ

ラ
モ
ッ
コ
を
拠
点
と
し
た
人
び
と
は
、
八
一
〇
年
に
、
カ
ー
ル
大
帝

の
息
子
、
イ
タ
リ
ア
王
ピ
ピ
ン
の
攻
撃
を
撃
退
し
た
後
、
リ
ア
ル
ト

諸
島
、
今
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
場
所
に
移
り
ま
し
た
。
そ
の
時
、
東

西
の
ロ
ー
マ
皇
帝
（
西
ロ
ー
マ
皇
帝
と
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
皇
帝
）
に
認

め
ら
れ
て
、
領
土
を
も
つ
に
至
っ
た
の
で
す
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
自
然
や
歴
史
、
そ
し
て
都
市
を
見
る
と
、
い
つ

も
二
つ
の
も
の
の
間
に
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
海
と
陸
の
間
、
都

市
と
島
の
間
、
西
洋
と
東
洋
の
間
、
イ
タ
リ
ア
と
ア
ジ
ア
の
間
、
日
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常
と
非
日
常
の
間
、
現
実
と
非
現
実
（
夢
）
の
間
、
国
際
都
市
と
閉

鎖
都
市
の
間
、
と
い
っ
た
よ
う
に
。
ピ
ピ
ン
の
攻
撃
を
凌
い
で
、
領

土
を
認
め
ら
れ
て
以
来
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
完
全
に
西
洋
世
界
に
属

す
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
中
間
的
な
位
置
を
保
ち
続
け
ま
し
た
。
だ

か
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
（
美
術
）
が
分
か
っ
て
も
イ
タ
リ
ア
（
美

術
）
が
分
か
っ
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
（
美

術
）
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
（
美
術
）
は
分
か
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

実
際
、
六
九
七
年
に
初
め
て
伝
説
的
な
ド
ー
ジ
ェ
（
総
督
）
を
選

ん
で
か
ら
、
一
七
九
七
年
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
支
配
下
に
入
る
ま
で
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
一
一
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
独
立
を
保
ち
続
け
ま
し

た
。
そ
し
て
、
独
自
の
歴
史
と
社
会
を
造
り
上
げ
、「
ア
ド
リ
ア
海

の
女
王
」
と
し
て
一
大
帝
国
を
築
い
て
い
き
ま
し
た
。
比
類
な
い
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
は
そ
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
証
人
な

の
で
す
。

一
七
九
七
年
、
今
か
ら
二
〇
〇
年
あ
ま
り
前
に
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
に

よ
っ
て
屈
辱
的
な
共
和
国
の
終
焉
を
迎
え
た
と
き
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

は
初
め
て
略
奪
さ
れ
、
多
く
の
美
術
作
品
が
持
ち
去
ら
れ
ま
し
た
。

そ
う
し
た
困
難
は
、
そ
の
後
も
長
く
続
き
ま
し
た
。
イ
タ
リ
ア
統
一

ま
で
の
七
〇
年
ほ
ど
の
間
に
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
っ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
の
旗
を
見
れ
ば
歴
然
と
し
ま
す
。

「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
の
滅
亡
に
寄
せ
て
」
と
い
う
詩
（
一
八

〇
二
年
）
で
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
は
、
こ
う
歌
っ
て
い
ま
す
。

「
ヴ
ェ
ニ
ス
、
自
由
の
長
子
よ
。

い
か
な
る
奸
計
に
も
誘
惑
さ
れ
ず
、
い
か
な
る
力
に
も
犯
さ
れ
る

こ
と
な
き

輝
か
し
く
自
由
な
る
処
女
の
都
市
（
５
）。」

こ
こ
で
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を
「
自
由
の
長
子
」
と

言
っ
て
い
る
の
を
不
思
議
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
当
時
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
的
自
由
の
起
源
は
、
中
世
イ
タ
リ
ア
の
都
市
国

家
（
都
市
共
和
国
）
に
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
は
広
く
流
布
し
て
い

ま
し
た
。
シ
ス
モ
ン
デ
ィ
と
い
う
ス
イ
ス
の
歴
史
家
の
『
中
世
イ
タ

リ
ア
共
和
国
史
』（
一
八
〇
七
―
一
八
年
）
は
、
そ
う
し
た
歴
史
観

で
書
か
れ
た
有
名
な
書
で
、
イ
タ
リ
ア
の
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
（
民
族

独
立
運
動
）
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で
す
。

実
際
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
共
和
国
と
し
て
独
立
を
保
ち
続
け
ま
し

た
。
イ
タ
リ
ア
の
諸
都
市
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
列
強
、
さ

ら
に
は
ト
ル
コ
な
ど
の
強
敵
に
囲
ま
れ
て
、
自
ら
の
地
位
を
確
立
し

て
守
り
続
け
た
こ
と
は
、
賛
嘆
に
値
し
ま
す
。
し
か
も
、
一
二
九
七

年
に
「
セ
ッ
ラ
ー
タ
」
と
い
っ
て
、
貴
族
階
級
を
固
定
し
て
か
ら
、
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共
和
国
の
滅
亡
ま
で
、
五
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
ク
ー
デ

タ
ー
も
民
衆
の
反
乱
も
な
い
、
ま
さ
に
「
セ
レ
ニ
ッ
シ
マ
」
な
（
静

謐
き
わ
ま
り
な
い
）
歴
史
を
歩
み
ま
し
た
（
一
三
一
〇
年
か
ら
一
七

九
六
年
ま
で
憲
法
、
政
治
体
制
は
変
わ
り
ま
せ
ん
で
し
た
）。
そ
れ

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
他
の
国
の
人
び
と
に
は
、
信
じ
が
た
い
、
奇
蹟

の
よ
う
に
映
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
寝
返
り
を
う
つ
病
人
の
よ

う
に
」（
ダ
ン
テ
）
く
る
く
る
と
政
治
制
度
を
変
え
た
「
動
乱
の
フ

ィ
レ
ン
ツ
ェ
」（
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
）
で
は
、
一
五
世
紀
末
に
サ
ヴ
ォ

ナ
ロ
ー
ラ
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
政
治
制
度
を
真
似
た
改
革
を
行
っ
た

程
で
し
た
。
そ
れ
も
短
命
に
終
わ
り
ま
し
た
が
。

も
ち
ろ
ん
、
今
で
は
イ
タ
リ
ア
中
世
の
都
市
国
家
は
、
か
つ
て
思

わ
れ
た
ほ
ど
民
主
的
な
も
の
で
も
、
資
本
主
義
的
な
も
の
で
も
な
い

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、「
黄
金
の

書
」
に
記
載
さ
れ
た
家
系
の
二
五
歳
以
上
の
男
子
が
参
政
権
を
持
っ

た
、
寡
頭
政
治
体
制
で
し
た
。
権
力
を
持
っ
た
上
層
市
民
は
初
め
五

八
九
人
で
、
最
も
多
い
一
六
世
紀
の
初
め
に
は
二
六
〇
〇
人
に
達
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
疫
病
や
戦
争
で
減
り
続
け
、
幾
度
か
新
貴
族
を

増
や
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
和
国
の
最
後
の
時
に
は
一
一
〇
〇

人
を
数
え
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
下
に
「
銀
の
書
」
に
記

載
さ
れ
た
チ
ッ
タ
デ
ィ
ー
ニ
・
オ
ル
デ
ィ
ナ
ー
リ
（
市
民
階
級
）、

政
治
に
は
参
画
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
官
吏
や
商
売
で
重
要
な
地

位
を
占
め
た
階
級
が
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
職
人
や
小
売
り
商
人
の

階
級
、
つ
ま
り
小
市
民
、
庶
民
階
級
が
あ
り
、
イ
タ
リ
ア
の
ど
こ
の

都
市
で
も
そ
う
だ
っ
た
の
で
す
が
、
半
分
く
ら
い
の
貧
民
た
ち
が
残

り
を
占
め
た
の
で
す
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
歴
史
で
印
象
的
な
の
は
、
一
つ
は
、
貴
族
と
言

っ
て
も
土
地
を
も
っ
て
農
民
を
支
配
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
商
業
や

金
融
業
に
た
ず
さ
わ
る
商
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ド
ー
ジ
ェ

で
さ
え
商
売
を
し
た
の
で
す
（
６
）。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
下
層
の
市
民

た
ち
も
そ
れ
な
り
に
満
足
す
る
社
会
的
仕
組
み
が
で
き
て
い
た
と
い

う
点
で
す
。
ス
ク
オ
ー
ラ
（
同
信
会
）
と
呼
ば
れ
る
地
域
や
職
種
、

出
身
地
な
ど
に
よ
る
俗
人
組
織
が
、
強
い
団
結
を
維
持
す
る
の
に
貢

献
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

詳
し
い
話
は
し
ま
せ
ん
が
、
経
済
的
に
も
政
治
的
に
も
絶
頂
に
達

し
た
一
五
世
紀
の
黄
金
時
代
を
過
ぎ
て
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
中
世

の
都
市
共
和
国
の
ま
ま
、
一
八
世
紀
ま
で
生
き
延
び
た
の
で
す
。
驚

く
べ
き
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
一
八
世
紀

ま
で
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
海
の
帝
国
の
首
都
だ
っ
た
の
で
す
。
今
は
、

イ
タ
リ
ア
の
一
地
方
都
市
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
。
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
時

代
の
あ
る
作
者
は
、「
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
三
つ
の
人
民
が
抜
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き
ん
で
て
偉
大
で
あ
り
、
強
大
だ
っ
た
。
古
代
の
ロ
ー
マ
人
、
中
世

の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
、
そ
し
て
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
る
」
と
、

書
い
て
い
ま
す
（
７
）。
自
由
、
平
等
、
友
愛
が
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
モ
ッ

ト
ー
で
し
た
が
、
自
由
、
合
法
性
（
レ
ガ
リ
テ
）、
博
愛
が
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
の
精
神
だ
、
と
い
っ
た
歴
史
家
が
い
ま
す
が
（
８
）、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
で
は
法
は
厳
し
く
遵
守
さ
れ
ま
し
た
。
貴
族
は
政
治
に
参
画
し
て
、

共
和
国
の
た
め
に
働
く
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
権
利

で
も
あ
り
、
義
務
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
イ
タ

リ
ア
の
中
世
都
市
国
家
に
特
有
の
愛
国
心
が
強
く
生
き
続
け
た
の
で

す
。わ

れ
わ
れ
日
本
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
、
あ
る
い
は
シ
チ
リ
ア
人
と
同

じ
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
は
「
イ
ゾ
ラ
ー
ニ
」（
島
国
人
）
で

す
。「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
庶
民
の
中
に
は
、
住
ん
で
い
る
界
隈
か
ら

別
の
界
隈
へ
行
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
り
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
を

見
た
こ
と
が
な
か
っ
た
り
、
馬
や
木
を
見
る
と
驚
愕
す
る
者
が
い

る
」
と
、
ス
タ
ー
ル
夫
人
は
書
い
て
い
ま
す
（
９
）。
あ
る
人
に
言
わ
せ
る

と
、
彼
ら
は
「
部
族
的
」
で
す
。
実
際
、
私
も
展
覧
会
の
準
備
で
一

年
の
う
ち
に
五
度
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
通
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
「
村
」
で
あ
る
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

ロ
マ
ネ
ッ
リ
と
い
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
の
美
術
館
の
総
館
長
は
、
三

回
だ
か
四
回
引
っ
越
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
半
径
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル

の
中
だ
、
と
言
っ
て
笑
っ
て
い
ま
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
歴
史
に

は
、
商
人
の
打
算
と
、
島
国
人
、
あ
る
い
は
船
乗
り
の
連
帯
と
愛
国

心
が
、
つ
ね
に
ベ
ー
ス
に
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

大
学
一
年
生
の
と
き
に
、
イ
タ
リ
ア
美
術
を
研
究
し
よ
う
と
決
心

し
て
以
来
、
私
は
膨
大
な
時
間
と
労
力
を
、
イ
タ
リ
ア
美
術
を
見
た

り
、
勉
強
し
た
り
す
る
こ
と
に
費
や
し
て
き
ま
し
た
。
時
々
、
な
ぜ

こ
ん
な
に
も
イ
タ
リ
ア
美
術
を
見
続
け
て
飽
き
な
い
の
だ
ろ
う
と
、

自
分
で
も
不
思
議
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
常
に
私
が
考

え
続
け
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
そ
の
答
え
の
一
つ
は
、
間
違
い
な
く
、

イ
タ
リ
ア
で
は
美
術
が
都
市
の
中
で
生
き
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ

る
と
思
い
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
で
は
美
術
は
美
術
館
に
押
し
込
め
ら
れ

て
は
い
な
い
の
で
す
。
イ
タ
リ
ア
美
術
は
、
美
術
館
で
見
る
と
き
で

さ
え
、
イ
タ
リ
ア
体
験
を
前
提
に
し
て
い
る
、
彼
方
に
イ
タ
リ
ア
を

感
じ
て
い
る
、
と
私
は
最
近
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、

イ
タ
リ
ア
美
術
と
い
う
も
の
な
の
で
す
。

都
市
と
美
術
は
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
あ
る
都
市
の
美
術

を
好
き
に
な
る
と
、
そ
の
都
市
も
好
き
に
な
り
、
そ
の
都
市
が
深
く

分
か
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
都
市
の
美
術
も
深
く
理
解
で
き
る
よ
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う
に
な
る
の
で
す
。
か
く
し
て
、
イ
タ
リ
ア
美
術
の
研
究
は
、
あ
る

都
市
の
美
術
史
の
研
究
、
そ
し
て
そ
の
都
市
へ
の
愛
の
行
為
に
な
ら

ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。

こ
う
し
た
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
、
都
市
と
美
術
の
結
び
つ
き
が
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
ほ
ど
深
く
、
本
質
的
な
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
は
共
和
国
に
尽
力
す
る

義
務
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。
貴
族
だ
け
で
な
く
、
市
民
は
み

な
常
に
都
市
（
共
和
国
）
の
た
め
に
働
く
よ
う
求
め
ら
れ
ま
し
た
。

画
家
も
ま
ず
も
っ
て
「
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家
」
で
あ
る
こ
と
を
求

め
ら
れ
た
の
で
す
。

私
は
共
和
国
、
最
後
の
世
紀
、
一
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
に

惹
か
れ
、
二
〇
〇
一
年
の
イ
タ
リ
ア
年
の
時
に
「
一
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
絵
画
展
」
を
企
画
し
、
日
本
で
初
め
て
の
本
格
的
展
覧
会
を

実
現
し
ま
し
た
（
１０
）。
そ
の
時
、
一
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
画
家
の
こ

と
を
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
い
て
、
最
も
印
象
的
だ
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、

主
な
画
家
の
半
分
く
ら
い
が
親
子
、
兄
弟
、
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
こ

と
で
す
。
つ
ま
り
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
、
一
八
世
紀
に
な
っ
て
も
画

家
は
家
業
の
性
格
が
強
く
、
狭
い
職
人
的
世
界
の
伝
統
が
生
き
続
け

て
い
た
の
で
す
。

実
際
、
栄
光
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
の
歴
史
の
中
で
、
真
に
個

性
的
な
画
家
は
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
だ
け
だ
、
と
い
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
建
築
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
古
典
主
義
建
築
を

も
た
ら
し
た
ヤ
コ
ポ
・
サ
ン
ソ
ヴ
ィ
ー
ノ
く
ら
い
で
す
。
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
で
伝
統
よ
り
個
性
が
勝
っ
て
い
る
建
築
は
、
マ
ル
チ
ャ
ー
ナ
図

書
館
（
図
４
）
だ
け
だ
、
と
ヒ
ュ
ー
・
ホ
ナ
ー
と
い
う
美
術
史
家
は

言
っ
て
い
ま
す
（
１１
）。
こ
の
サ
ン
ソ
ヴ
ィ
ー
ノ
と
い
う
建
築
家
は
、
実
は

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
出
身
で
し
た
。
ウ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ロ
ー
ツ
と
い
う

建
築
史
家
は
、「
イ
タ
リ
ア
美
術
史
で
異
常
な
こ
と
の
一
つ
は
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
中
心
の
広
場
に
最
終
的
な
形
を
与
え
た
の
が
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
人
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
（
１２
）」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、

あ
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
広
場
を
現
在
の
よ
う
な
形
に
し
た
の
は
、
サ
ン

ソ
ヴ
ィ
ー
ノ
だ
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
例
外
を
除
け
ば
、
あ
と
の
美
術
家
た
ち
は
、
い
ず
れ
も

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
画
家
で
あ
り
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
建
築
家
で
し
た
。

彼
ら
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
伝
統
に
忠
実
だ
っ
た
の
で
す
。
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
か
ら
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ

の
よ
う
な
天
才
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
個
性
の
強
い
画
家
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
は
受
け

入
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
一
五
世
紀
の
奇
才
、
カ
ル
ロ
・
ク
リ
ヴ

ェ
ッ
リ
と
、
近
年
評
価
の
高
い
一
六
世
紀
の
天
才
画
家
ロ
レ
ン
ツ
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ォ
・
ロ
ッ
ト
が
よ
い
例
だ
と
思
い
ま
す
。
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ー
ノ
・
デ

ル
・
ピ
オ
ン
ボ
、
後
の
ピ
ラ
ネ
ー
ジ
や
カ
ノ
ー
ヴ
ァ
、
ハ
イ
エ
ス
も

そ
う
だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
彼
ら
は
活
躍
の
場
所
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
以
外
の
場
所
に
求
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

無
名
性
、
匿
名
性
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
社
会
と
文
化
、
芸
術
の

キ
ー
ワ
ー
ド
の
一
つ
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
誰
で
も
が
知
っ

て
い
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
作
曲
家
、「
四
季
」
で
名
高
い
「
赤
毛
の

司
祭
」
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ル
デ
ィ
は
、
バ
ッ
ハ
が
学
ん
だ
マ
エ
ス
ト
ロ
と
し

て
注
目
さ
れ
る
ま
で
、
無
名
性
の
闇
の
中
に
沈
ん
で
い
ま
し
た
。
彼

の
音
楽
は
、
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
劇
的
な
復
活
を
と
げ
た
の
で
す
。

実
際
、
彼
は
ウ
ィ
ー
ン
で
貧
し
く
世
を
去
り
ま
し
た
。
同
様
に
、
マ

ル
コ
・
ポ
ー
ロ
と
並
ん
で
最
も
有
名
な
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
と
い
っ
て

い
い
、
色
事
師
、
カ
サ
ノ
ー
ヴ
ァ
も
ド
ゥ
ッ
ク
ス
・
ボ
ヘ
ミ
ア
で
貧

し
く
世
を
去
り
ま
し
た
。

さ
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
西
洋
に
お
け
る
「
東
方
へ
の
窓
」
だ
っ

た
と
言
わ
れ
ま
す
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
ハ
ギ
オ
ス
・
ア

ポ
ス
ト
リ
ス
（
使
徒
教
会
）
に
範
を
と
っ
た
と
い
わ
れ
る
、
サ
ン
・

マ
ル
コ
大
聖
堂
を
見
れ
ば
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
い
か
に
東
方
世
界
と

深
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。「
外
観
は
む
し

ろ
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
堂
と
い
う
よ
り
回
教
寺
院
に
似
て
い
る
」
と
ス

タ
ー
ル
夫
人
は
書
い
て
い
ま
す
が
、
東
方
の
下
塗
り
に
、
西
方
の
上

塗
り
を
し
た
と
い
っ
た
感
じ
で
す
（
図
５
）。
内
部
の
壮
麗
な
モ
ザ

イ
ク
装
飾
と
、
豪
華
絢
爛
た
る
「
パ
ー
ラ
・
ド
ー
ロ
」（
黄
金
の
祭

壇
）
を
見
れ
ば
、
そ
の
感
を
深
く
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
（
図
６
）。

ゴ
シ
ッ
ク
期
に
は
多
く
の
イ
タ
リ
ア
都
市
と
同
様
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
で
も
重
要
な
建
物
や
教
会
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
パ
ラ
ッ
ツ

ォ
・
ド
ゥ
カ
ー
レ
（
総
督
の
宮
殿
）
が
そ
の
代
表
で
す
。
一
六
世
紀

に
火
災
が
あ
っ
た
と
き
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
人
び
と
は
ル
ネ
サ
ン
ス

様
式
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
で
元
の
よ
う
に
再
建
す

る
方
を
選
び
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
日
の
パ
ラ
ッ
ツ
ォ
・
ド
ゥ
カ
ー
レ

で
す
。
先
ほ
ど
お
話
し
し
た
通
り
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
大
聖
堂
も
パ
ラ

ッ
ツ
ォ
・
ド
ゥ
カ
ー
レ
も
、
匿
名
性
、
無
名
性
の
中
に
埋
没
し
て
、

誰
が
設
計
し
た
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
ま
さ
に
共
和
国

の
作
品
と
い
う
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
。

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
い
う
と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で

す
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
革
新
が
生
ん
だ
新
様
式
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

が
受
け
入
れ
た
の
は
、
最
も
遅
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
し
か
し
、
一

度
受
け
入
れ
る
と
、
み
ご
と
な
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ベ
ッ
リ
ー
ニ
、
カ
ル
パ
ッ
チ
ョ
、
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
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ネ
、
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
、
ヴ
ェ
ロ
ネ
ー
ゼ
、
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
と
、

一
五
世
紀
末
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
、
ま

さ
に
黄
金
の
時
代
で
し
た
。

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
ー
ネ
の
《
テ
ン
ペ
ス
タ
》
は
、
ピ
エ
ロ
・
デ
ッ
ラ
・

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
《
キ
リ
ス
ト
の
む
ち
打
ち
》
と
と
も
に
、
ル
ネ

サ
ン
ス
の
謎
の
絵
画
の
横
綱
で
す
。
こ
の
絵
の
真
の
主
題
を
め
ぐ
っ

て
多
く
の
論
文
や
本
が
書
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
絵
画
と
し
て
の
密
度

と
画
品
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
《
モ
ナ
リ
ザ
》
だ
け

が
比
較
し
う
る
、
と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。

一
五
世
紀
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
テ
ッ
ラ
・
フ
ェ
ル
マ
と
呼
ば
れ

る
、
イ
タ
リ
ア
半
島
に
領
土
を
延
ば
し
ま
し
た
（
１３
）。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
イ
タ
リ
ア
の
政
治
や
文
化
と
の
関
係
を
深
め
て
い

っ
た
の
で
す
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
が
形
成
さ
れ
る

背
景
に
は
、
こ
う
し
た
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。
一
六
世
紀
に
は
、
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ロ
ー
マ
と
並
ん
で
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
美
術
の
中
心
に

な
っ
た
の
で
す
。
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
油
彩
と
い
う
絵
の
技
法
は
、
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
で
発
達
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
近
代
の
画
家
た
ち
が
こ

ぞ
っ
て
、
そ
の
技
法
を
極
め
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
巨
匠
た
ち
、
特
に

テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
を
最
高
の
画
家
と
し
て
尊
敬
し
た
の
も
、
当
然
だ

っ
た
の
で
す
。

今
年
日
本
に
来
て
話
題
に
な
っ
た
、《
ウ
ル
ビ
ー
ノ
の
ヴ
ィ
ー
ナ

ス
》
は
テ
ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
の
代
表
作
の
一
つ
で
す
。

し
か
し
、
一
七
世
紀
、
バ
ロ
ッ
ク
時
代
は
文
句
な
し
に
ロ
ー
マ
の

世
紀
で
し
た
。
一
七
世
紀
の
ロ
ー
マ
は
一
五
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、

一
九
世
紀
の
パ
リ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
の
圧
倒
的
な
中
心

で
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
ト
ル
コ
と
の
戦
い
に
明
け
暮
れ
た
た
め

に
、
ま
っ
た
く
ふ
る
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
共
和

国
を
維
持
す
る
だ
け
で
精
一
杯
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
、
最
後
の
一
八
世
紀
を
迎
え
る

と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
美
術
は
再
び
、
輝
き
を
取
り
戻
し
ま
し
た
。
一

八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

や
ア
メ
リ
カ
で
再
評
価
さ
れ
、
多
く
の
展
覧
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

そ
れ
を
受
け
て
日
本
で
も
ぜ
ひ
展
覧
会
を
と
思
っ
て
、
二
〇
〇
一
年

に
企
画
し
た
の
で
す
。

一
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
絵
画
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
一
つ

だ
け
例
を
お
目
に
か
け
ま
し
ょ
う
。
テ
ィ
エ
ポ
ロ
の
《
ダ
ナ
エ
と
ユ

ピ
テ
ル
》
で
す
（
図
７
）。
娘
の
子
に
殺
さ
れ
る
と
い
う
予
言
に
よ

っ
て
青
銅
の
塔
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
ダ
ナ
エ
の
も
と
に
、
ユ
ピ
テ
ル

（
ゼ
ウ
ス
）
が
黄
金
の
雨
と
な
っ
て
訪
れ
る
、
と
い
う
話
で
す
。
テ

ィ
ツ
ィ
ア
ー
ノ
（
図
８
）
や
コ
レ
ッ
ジ
ョ
（
図
９
）
な
ど
、
ル
ネ
サ
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ン
ス
に
は
官
能
的
な
女
性
を
描
く
口
実
に
さ
れ
た
主
題
で
す
。
と
こ

ろ
が
、
こ
こ
で
は
だ
い
ぶ
様
子
が
違
い
ま
す
。
太
っ
た
ダ
ナ
エ
は
物

憂
げ
に
横
た
わ
り
、
ユ
ピ
テ
ル
は
よ
ぼ
よ
ぼ
で
す
。
場
所
も
青
銅
の

塔
で
は
な
く
、
宮
殿
の
中
庭
に
ベ
ッ
ド
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
の

古
代
神
話
に
対
す
る
シ
ニ
カ
ル
な
態
度
、
一
八
世
紀
に
は
こ
う
し
た

精
神
が
見
ら
れ
ま
す
。

一
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
は
、
一
方
で
、
カ
ナ
レ
ッ
ト
の

ヴ
ェ
ド
ゥ
ー
タ
（
都
市
景
観
画
）（
図
１０
）
や
ピ
エ
ト
ロ
・
ロ
ン
ギ

の
風
俗
画
（
図
１１
）
の
よ
う
な
、
現
実
の
都
市
や
人
間
を
描
く
一
方

で
、
テ
ィ
エ
ポ
ロ
に
代
表
さ
れ
る
聖
書
や
神
話
、
あ
る
い
は
寓
意
画

で
は
、
思
い
切
り
現
実
か
ら
か
け
離
れ
た
、
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
世
界
が
描
か
れ
ま
し
た
。
こ
の
隔
た
り
こ
そ
、
最
も
興
味
惹
か
れ

る
一
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
の
特
徴
で
す
。
展
覧
会
も
、
こ
れ

に
合
わ
せ
て
二
部
構
成
に
し
ま
し
た
。
い
く
つ
か
の
例
を
ご
覧
い
た

だ
き
ま
し
ょ
う
。

ロ
ー
マ
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
、
こ
の
三
つ
の
都
市

は
、
イ
タ
リ
ア
美
術
の
究
極
の
中
心
地
で
す
。
私
は
こ
の
三
美
神
、

三
人
の
女
性
に
誘
惑
さ
れ
続
け
て
き
ま
し
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
は

三
年
あ
ま
り
留
学
し
ま
し
た
し
、
ロ
ー
マ
に
は
二
度
研
修
に
行
き
、

何
冊
か
の
本
も
書
い
て
き
ま
し
た
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
何
度
通
っ

た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
住
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
美

術
に
関
し
て
も
本
格
的
な
研
究
は
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
い
つ

か
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
住
ん
で
、
一
八
世
紀
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
美
術
に

関
す
る
一
書
を
ま
と
め
る
と
い
う
、
長
年
の
夢
を
実
現
し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。

不
思
議
で
す
が
、
ロ
ー
マ
に
つ
い
て
も
、
古
代
ロ
ー
マ
の
栄
光
の

歴
史
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
が
滅
ん
だ
後
の
、
ロ
ー
マ
に
私
は
興
味
が

あ
り
ま
す
。
ロ
ー
マ
の
本
当
の
歴
史
は
、
古
代
ロ
ー
マ
が
滅
ん
だ
と

き
に
始
ま
る
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
同
様
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
力
が
最
高
に
達
し
た
一
五
世
紀
や
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
文
化
に
輝
い

た
一
六
世
紀
よ
り
も
、
す
で
に
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
も
な
お
存
続
し

続
け
、
最
後
の
文
化
の
花
を
開
か
せ
た
一
八
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

に
心
惹
か
れ
ま
す
。
た
ぶ
ん
、
私
は
そ
う
い
う
類
の
人
間
な
の
で
し

ょ
う
。

ご
く
簡
単
で
し
た
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
の
話
を
い
た
し
ま
し

た
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
と
美
術
は
互
い
に

補
完
し
合
い
、
融
合
し
合
っ
て
い
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
都
市

は
美
術
よ
り
も
基
本
的
で
す
か
ら
、
す
べ
て
の
美
術
作
品
を
集
め
て

も
、
都
市
そ
の
も
の
が
よ
り
重
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
馬
鹿
げ
た
こ
と
は
言
っ
て
も
仕
方
が
な
い
こ
と
で
す
。
両
者
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は
一
体
の
も
の
な
の
で
す
か
ら
。
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
都
市
が
失
わ
れ

て
、
各
地
の
美
術
館
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
だ
け
が
残
る
、
と
い
う

の
は
、
ま
さ
に
悪
夢
の
中
の
悪
夢
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
誰
か
が
言
っ

て
い
た
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
も
は
や
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
も

の
で
は
な
い
、
イ
タ
リ
ア
人
の
も
の
で
さ
え
な
い
、
み
ん
な
の
も
の

だ
か
ら
で
す
。

私
が
撮
っ
た
ス
ラ
イ
ド
の
い
く
つ
か
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
、
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
と
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
な
の
か
を
見
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ

う
。そ

ろ
そ
ろ
時
間
が
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
最
後
に
、
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
に
関
す
る
数
多
く
の
本
の
中
で
、
私
が
愛
読
し
て
い
る
、
ロ

シ
ア
出
身
の
ノ
ー
ベ
ル
賞
詩
人
、
ヨ
シ
フ
・
ブ
ロ
ツ
キ
ー
の
『
ヴ
ェ

ネ
ツ
ィ
ア
』（
一
九
八
九
年
、
原
題
はW

aterm
ark

）
を
引
用
し
よ

う
と
思
い
ま
す
。
亡
命
し
て
最
初
に
も
ら
っ
た
ボ
ー
ナ
ス
で
憧
れ
の

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
行
っ
て
以
来
、
ブ
ロ
ツ
キ
ー
は
一
七
年
間
冬
の
ヴ

ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
通
い
続
け
ま
し
た
。
詩
と
も
小
説
と
も
つ
か
な
い
、

不
思
議
な
魅
力
を
秘
め
た
こ
の
本
で
、
ブ
ロ
ツ
キ
ー
は
こ
う
書
い
て

い
ま
す
。

「
な
ぜ
な
ら
美
は
目
が
休
息
す
る
場
所
だ
か
ら
だ
。
審
美
的
な
感

覚
と
い
う
の
は
、
自
己
保
存
の
片
割
れ
で
、
倫
理
学
な
ど
よ
り
も
も

っ
と
頼
り
に
な
る
も
の
だ
。」
つ
ま
り
、
彼
に
い
わ
せ
れ
ば
、
敵
意

に
満
ち
た
「
環
境
」
に
対
し
て
「
い
つ
も
安
全
を
求
め
る
」
目
に
と

っ
て
、
美
は
慰
め
で
あ
り
、
安
全
そ
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
、

こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。「
こ
の
世
が
存
続
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
町
は

目
に
愛
さ
れ
続
け
る
だ
ろ
う
。
こ
の
町
を
一
度
見
て
し
ま
う
と
、
他

の
な
に
を
見
て
も
、
も
の
足
ら
な
く
な
る
。
涙
は
目
の
将
来
の
予
兆

だ
（
１４
）。」
限
り
あ
る
生
に
と
っ
て
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
離
れ
る
こ

と
は
永
遠
の
別
れ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、
だ
か
ら
涙
が
流
れ
る
。

「
涙
は
目
の
将
来
の
予
兆
だ
」
と
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
。

美
術
史
家
ヒ
ュ
ー
・
ホ
ナ
ー
も
、
毎
年
訪
れ
る
イ
ギ
リ
ス
人
の
友

人
が
、
あ
る
時
、
も
う
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
に
は
戻
っ
て
こ
な
い
、「
去

る
の
が
辛
く
、
そ
の
辛
さ
は
ひ
ど
く
な
る
ば
か
り
だ
か
ら
だ
」
と
言

っ
た
と
書
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
ど
の
都
市
よ
り
も
去
る
と
き

の
寂
し
さ
は
大
き
い
」
と
記
し
て
い
ま
す
（
１５
）。
確
か
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
を
去
る
と
き
に
は
特
別
の
思
い
が
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
陸
地
に

戻
っ
て
車
な
ど
を
見
る
と
、
ま
た
当
た
り
前
の
都
市
に
戻
っ
て
し
ま

っ
た
の
だ
、
と
深
い
落
胆
を
覚
え
る
の
で
す
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の

『
テ
ン
ペ
ス
タ
』
に
出
て
く
る
プ
ロ
ス
ペ
ロ
ー
の
魔
法
の
よ
う
に
、

す
べ
て
は
消
え
去
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
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忘
れ
て
い
ま
し
た
が
、
タ
イ
ト
ル
は
、
サ
ン
ナ
ッ
ザ
ー
ロ
と
い
う

ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
著
名
な
詩
人
の
言
葉
で
す
。
彼
は
ナ
ポ
リ
出
身

で
し
た
が
、
一
五
三
五
年
に
出
版
さ
れ
た
詩
で
こ
う
歌
っ
て
い
ま
す
（
１６
）。

「
両
方
の
都
市
（
ロ
ー
マ
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
）
を
比
べ
て
み
た
ま

えそ
う
し
た
ら
き
っ
と
こ
う
言
う
だ
ろ
う

ロ
ー
マ
は
人
の
手
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
が

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
神
の
手
で
造
ら
れ
た
の
だ
、
と
」

向
こ
う
三
軒
両
隣
に
ち
ら
ち
ら
す
る
、
神
で
も
鬼
で
も
な
い
た
だ

の
人
が
作
っ
た
「
人
の
世
」
は
住
み
に
く
い
が
、
生
き
て
い
れ
ば
、

ま
た
自
分
の
顔
に
く
っ
つ
い
て
い
る
こ
の
目
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
を

見
せ
て
や
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
あ
、
も
う
少
し
生
き
て
み

る
か
。
い
や
、
生
き
て
い
た
い
。
夏
目
漱
石
と
ヨ
シ
フ
・
ブ
ロ
ツ

キ
ー
流
に
い
え
ば
、
そ
う
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
思
わ
せ
る
も
の
、

そ
れ
が
、
私
に
と
っ
て
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、

イ
タ
リ
ア
美
術
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

ご
静
聴
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

註（
１
）

三
島
由
紀
夫
『
外
遊
日
記

三
島
由
紀
夫
エ
ッ
セ
イ
三
』（
ち
く

ま
文
庫
）
二
五
八
―
九
頁
。

（
２
）C

arlo
G

oldoni,
M

em
orie,

a
cura

di
G

uido
D

avico
B

onino,

E
inaudi,1998

（1963

）,p.37.

（
３
）

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ギ
ボ
ン
（
中
野
好
之
訳
）『
ギ
ボ
ン
自
伝
』（
ち
く

ま
学
芸
文
庫
）
二
〇
三
頁
。

（
４
）

フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ブ
ロ
ー
デ
ル
（
岩
崎
力
訳
）『
都
市
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
』（
岩
波
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
九
頁
。

（
５
）

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
訳
詩
は
、
マ
ク
ニ
ー
ル
（
清
水
廣
一
郎
訳
）

『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
か
な
め
、
一
〇
八
一
―
一

七
九
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』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）
の
巻
頭
の
引
用
を
引
か
せ

て
い
た
だ
い
た
。

（
６
）

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
社
会
に
お
け
る
貴
族
階
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問
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い
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ヴ
ェ
ネ
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族
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世
界

社
会
と
意
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』（
刀
水

書
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、
一
九
九
四
年
）
が
好
著
だ
。

（
７
）M

orris,J.,Venice,
2nd

ed.,1983,p.105.

（
８
）

ア
ル
ヴ
ィ
ー
ゼ
・
ゾ
ル
ジ
（
金
原
由
紀
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他
訳
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ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
歴
史
図
鑑

都
市
・
共
和
国
・
帝
国：

六
九
七
〜
一
七
九
七
年
』

（
東
洋
書
林
、
一
九
九
九
年
）、
六
〇
頁
。

（
９
）

ス
タ
ー
ル
夫
人
（
佐
藤
夏
生
訳
）『
コ
リ
ン
ナ

美
し
き
イ
タ
リ

ア
の
物
語
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
七
年
）
二
八
〇
頁
。

（
１０
）

展
覧
会
カ
タ
ロ
グ
（
石
鍋
真
澄
監
修
）「
華
麗
な
る
一
八
世
紀
イ
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タ
リ
ア

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
絵
画
展
」（
産
経
新
聞
社
、
二
〇
〇
一
年
）

（
１１
）H

onour,H
.,T

he
C

om
panion

G
uide

to
Venice,

R
evised

ed.,

London,1990,p.28.

（
１２
）Lotz,

W
.,

A
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in
Italy,

1500−1600,
R

evised
ed.,

Yale
U

P,1995,p.83.

（
１３
）

ヴ
ィ
チ
ェ
ン
ツ
ァ
（
一
四
〇
四
年
）、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
・
パ
ド
ヴ
ァ

（
一
四
〇
五
年
）、
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
（
一
四
〇
六
年
）、
ベ
ッ
ル
ー
ノ
・

フ
ェ
ル
ト
レ
・
ウ
デ
ィ
ネ
・
ア
ク
イ
レ
イ
ア
（
一
四
二
〇
年
）、
ブ

レ
シ
ア
（
一
四
二
六
年
）、
そ
し
て
ベ
ル
ガ
モ
（
一
四
二
八
年
）
と
、

一
五
世
紀
の
初
め
に
は
、
ミ
ラ
ノ
の
近
く
ま
で
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
支

配
が
及
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。

（
１４
）

ヨ
シ
フ
・
ブ
ロ
ツ
キ
ー
（
金
関
寿
夫
訳
）『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
』（
集

英
社
、
一
九
九
六
年
）
一
一
三
頁
。

（
１５
）H

onour,op.cit.,
p.275.

（
１６
）

詩
は
ル
ド
ヴ
ィ
ー
コ
・
ド
ル
チ
ェ
の
引
用
に
よ
っ
た
。
ル
ド
ヴ

ィ
ー
コ
・
ド
ル
チ
ェ
（
森
田
義
之
・
越
川
倫
明
訳
註
）『
ア
レ
テ

ィ
ー
ノ
あ
る
い
は
絵
画
問
答

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
絵

画
論
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
五
四
頁
。
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図１ ヨーセフ・ハインツ ヴェネツィア俯瞰地図 ヴェネツィア コッレール
美術館

図２ 空からのヴェネツィアの眺め

81



図４ サンソヴィーノ
マルチャーナ図書館
（１５３７年起工）

図３ ラグーナの眺め
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図５ アックワ・アルタ（高水）に見舞われたサン・マルコ大聖堂

図６ サン・マルコ大聖堂のモザイク装飾（１２世紀）
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図７ ティエポロ ダナエとユピテル ストックホルム大学美術研究所
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図８ ティツィアーノ ダナエ マドリッド プラド美術館

図９ コレッジョ ダナエ ローマ ボルゲーゼ美術館
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図１１ ピエトロ・ロンギ 鍋遊び ヴィチェンツァ バンカ・インテーザ

図１０ カナレット キリスト昇天祭のブチントーロの帰還 英国王室コレクション
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