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研
究
ノ
ー
ト信

長
の
霊
廟
建
築
と
し
て
の
安
土
城

ー
八
角
形
の
造
形
と
ユ
リ
ウ
ス
ニ
世
廟
か
ら
の
考
察
ー

《
キ
ー
ワ
ー
ド
》
八
角
形

ロ
ー
マ
の
七
大
教
会

ユ
リ
ウ
ス
ニ
世
廟

は
じ
め
に

内
藤
昌
氏
が
『
国
華
」
に
掲
載
し
た
論
文
「
安
土
城
（
下
）
」
の
「
結
章
ー

造
形
の
史
的
意
義
」
で
、
「
安
土
城
天
守
は
、
軍
事
を
第
一
の
機
能
と
す
る
旧

来
の
常
識
か
ら
遠
く
離
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
よ
う
」
で
、
慶
長
期
の
天
守
が
軍

事
第
一
の
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
点
を
指
摘
し
、
専
制
者
の
神
格
化
と
し

て
の
造
形
は
豊
国
社
と
東
照
宮
が
安
土
城
以
上
の
荘
厳
華
美
を
も
っ
て
建
立
さ

れ
、
「
む
し
ろ
安
土
城
天
守
に
お
け
る
造
形
の
思
想
的
本
質
は
、
そ
う
し
た
霊

廟
建
築
に
継
承
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
最
後
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の

前
の
二
十
三
頁
で
は
、
「
天
主
指
図
』
に
よ
る
と
地
階
の
宝
塔
の
前
に
一
段
高

い
部
屋
が
あ
り
、
格
子
窓
を
透
か
し
て
宝
塔
を
拝
む
祈
祷
所
の
類
か
と
ま
で
記

述
し
て
い
る
が
、
安
土
城
天
守
は
霊
廟
建
築
で
あ
る
と
は
結
論
づ
け
て
い
な
い
。

安
士
城
天
守
は
霊
廟
建
築
な
の
か
。
こ
れ
を
八
角
形
の
造
形
、
そ
し
て
当
時
日

本
に
滞
在
し
て
い
た
宣
教
師
が
教
育
を
受
け
た
ロ
ー
マ
に
あ
る
七
大
教
会
、
そ

し
て
ユ
リ
ウ
ス
ニ
世
廟
か
ら
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
る
。

原

陽

子

要
塞
城
と
宮
殿
城

ま
ず
、
安
土
城
天
守
は
軍
事
第
一
の
城
で
は
な
い
点
か
ら
考
察
を
は
じ
め
る
。
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西
洋
中
世
の
城
は
防
御
性
と
居
住
性
を
兼
備
し
た
城
で
あ
っ
た
が
、
十
五
世
紀

後
半
か
ら
防
御
を
第
一
と
す
る
要
塞
と
、
居
住
を
第
一
と
す
る
邸
館
に
分
離
し

て
い
っ
た
。
前
者
を
要
塞
城
、
後
者
を
宮
殿
城
、
本
稿
で
は
特
に
イ
タ
リ
ア
の

ル
ネ
サ
ン
ス
式
邸
館
と
の
関
連
か
ら
パ
ラ
ッ
ツ
オ
ま
た
は
宮
殿
と
呼
ぶ
こ
と
に

(
2
)
 

す
る
。
要
塞
城
と
安
土
城
の
関
連
に
つ
い
て
は
拙
稿
で
す
で
に
考
察
し
た
の
で
、

(
3
)
 

本
稿
で
は
宮
殿
と
の
影
響
関
係
に
絞
る
。

十
六
世
紀
に
入
る
と
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
と
し
て
、
民
衆
に
広
く
ロ
ー
マ
の
壮

麗
さ
を
見
せ
、
そ
の
正
統
性
を
知
ら
し
め
よ
う
と
ロ
ー
マ
の
再
整
備
が
加
速
さ

れ
、
ま
た
教
皇
と
そ
の
一
族
等
が
造
営
事
業
で
権
勢
を
誇
示
し
そ
の
名
を
永
遠

に
と
ど
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
宮
下
規
久
朗
氏
に
よ
る
と
そ
の
造
営
は
大
き
く

三
種
類
に
分
け
ら
れ
、
ま
ず
居
住
空
間
と
し
て
ロ
ー
マ
市
内
の
中
心
部
の
パ

ラ
ッ
ツ
オ
、
別
荘
と
し
て
の
郊
外
や
丘
陵
地
の
ヴ
ィ
ラ
、
そ
し
て
一
族
の
礼
拝



堂
や
埋
葬
用
教
会
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
か
で
も
パ
ラ
ッ
ツ
オ
は
重
要
な
装
置
で
、

三
階
中
庭
形
式
、
大
き
な
庭
園
や
吹
き
抜
け
を
も
ち
、
祝
宴
用
の
大
広
間
が
あ
っ

た
。
こ
の
宮
殿
と
埋
葬
教
会
等
は
次
第
に
複
合
施
設
と
し
て
建
設
さ
れ
る
よ
う

に
も
な
り
、
宮
殿
以
外
の
建
物
に
も
三
階
中
庭
形
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
天

正
遣
欧
使
節
が
謁
見
し
た
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
十
三
世
を
称
え
る
印
刷
物
の
縁

取
り
に
あ
る
建
物
ほ
ぼ
す
べ
て
が
三
階
建
で
あ
る
（
図
l
)
。
こ
の
形
式
が
日

本
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
宣
教
師
に
よ
り
都
の
南
蛮
寺
や
安
土
や
九
州
の
セ
ミ
ナ

リ
ヨ
等
が
建
設
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
（
図
2
)
。
図
l
の
縁
取
り
最
上
段
中
央
が

イ
エ
ズ
ス
会
の
ロ
ー
マ
学
院
、
右
側
上
か
ら
二
段
目
以
下
、
府
内
コ
レ
ジ
オ
、

有
馬
と
安
土
の
セ
ミ
ナ
リ
ヨ
、
臼
杵
の
修
道
院
で
す
べ
て
一
二
階
建
で
あ
る
。
本

来
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
廟
で
あ
っ
た
サ
ン
タ
ン
ジ
ェ
ロ
城
（
図
3
)
を
、
『
デ

サ
ン
デ
天
正
遣
欧
使
節
記
』
は
、
地
下
道
で
教
皇
居
住
宮
殿
に
接
続
さ
れ
た
城

教皇グレゴリウス 13世像図 1

塞
で
あ
る
と
し
、
要
塞
城
に
は
城
の
言
葉
を
、
教
皇
居
館
に
は
宮
殿
を
使
用
し

て
い
る
。
す
で
に
織
田
信
長
に
は
、
岐
阜
城
で
防
御
第
一
の
山
頂
の
城
と
、
武

家
儀
礼
に
則
っ
た
足
利
将
軍
邸
に
類
似
し
た
四
階
建
の
山
麓
居
館
に
分
離
す
る

と
い
う
先
見
性
が
あ
っ
た
。
こ
の
流
れ
か
ら
す
る
と
、
安
土
城
天
守
は
要
塞
城

で
は
な
く
居
住
を
第
一
と
す
る
十
六
世
紀
ロ
ー
マ
の
三
階
中
庭
式
宮
殿
を
考
慮

に
い
れ
て
構
想
し
た
と
推
察
で
き
よ
う
。
そ
し
て
信
長
は
居
住
部
分
を
四
階
か

ら
三
階
に
減
ら
し
た
。
内
藤
氏
も
一
階
か
ら
三
階
ま
で
は
近
世
武
家
殿
舎
の
先

駆
的
様
相
が
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
と
し
て
い
る
。
安
土
城
天
守
は
何
よ
り

も
居
住
性
を
第
一
と
す
る
特
異
な
宮
殿
城
と
す
る
と
、
内
藤
氏
が
安
土
城
天
守

は
軍
事
第
一
の
城
で
は
な
い
と
し
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
以
後
本
稿
で
は
便

宜
上
天
守
を
省
略
し
安
土
城
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

臼杵• 修道院、府内・コレジオ、有馬と

安土・セミナリヨ

図2
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サンタンジェロ城 1495年頃、「コデク

ス・エスクリアレンシス』中の素描、

fol.26 

図3



日
本
の
八
角
形
の
造
形
建
造
物

安
土
城
は
現
存
し
な
い
か
、
そ
の
五
階
は
八
角
円
堂
で
あ
っ
た
。
管
見
の
限

り
八
角
形
の
造
形
視
点
か
ら
の
考
察
は
先
行
研
究
に
な
い
と
思
え
る
の
で
、
こ

の
視
点
か
ら
な
ぜ
信
長
が
八
角
円
堂
を
採
用
し
た
の
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

（
＿
）
天
皇
の
八
角
墳
墓

古
代
中
国
で
は
宇
宙
空
間
を
八
角
形
で
と
ら
え
る
思
想
が
あ
り
、
こ
れ
を
図

式
化
す
る
と
、
中
心
が
太
一
即
ち
宇
宙
最
高
神
で
、
四
番
目
の
円
周
か
ら
外
に

あ
る
の
が
「
八
卦
」
、
そ
れ
か
ら
「
八
節
」
・
「
八
風
」
・
「
八
方
」
で
あ
る
。
こ

の
八
角
の
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
ま
ね
く
八
方
に
通
じ
る
こ
と
を
象
徴
し
て
、
地
上
の

皇
帝
が
宇
宙
最
高
神
で
あ
る
天
に
政
治
上
の
成
功
を
報
告
す
る
「
八
角
壇
」
を

創
出
し
、
封
禅
と
い
う
国
家
祭
祀
を
行
っ
て
い
た
。
明
の
永
楽
帝
時
代
に
は
北

京
に
皇
帝
が
天
と
交
信
す
る
天
壇
が
創
建
さ
れ
、
足
利
義
満
も
封
禅
を
想
起
さ

せ
る
祭
り
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
天
上
の
神
々
と
地
上
の
死
者
の
世
界
と
は
常

に
相
似
形
で
考
え
ら
れ
、
地
上
の
皇
帝
は
死
後
も
八
角
墳
墓
で
永
遠
の
憩
い
を

{
6
)
 

楽
し
む
と
説
か
れ
た
。
日
本
は
七
世
紀
後
半
に
な
る
と
中
国
・
朝
鮮
か
ら
の
侵

略
危
機
が
あ
り
、
抜
き
ん
で
た
大
王
、
即
ち
天
皇
中
心
の
中
央
集
権
国
家
を
つ

く
る
必
要
か
ら
、
天
皇
の
存
在
を
視
覚
化
す
る
た
め
の
装
置
と
し
て
、
天
皇
固

有
の
八
角
墳
墓
が
創
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
天
皇
の
位
を
象
徴
す
る
高
御
座
も

天
皇
の
輿
も
八
角
形
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
貴
人
の
追
善
堂
と
し
て
の
八
角
円
堂

日
本
の
八
角
円
堂
に
は
相
輪
が
な
く
、
五
重
塔
に
は
相
輪
が
あ
る
点
に
注
目

し
た
い
。
相
輪
は
下
の
方
か
ら
承
露
盤
、
伏
鉢
、
請
花
、
九
輪
、
水
煙
、
竜
車
、

宝
珠
の
順
で
構
成
さ
れ
、
相
輪
の
下
に
心
柱
が
た
つ
。
こ
の
形
式
は
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
。
中
国
に
は
仏
教
伝
来
以
前
、
道
教
の
神
仙
思
想

に
基
づ
く
憂
と
称
す
る
高
層
建
築
が
あ
っ
た
。
漢
の
武
帝
が
こ
の
神
仙
を
招
く

憂
で
あ
る
通
天
盪
の
上
に
承
露
仙
人
掌
を
つ
け
さ
せ
た
。
こ
の
漢
代
の
承
露
盤

は
雲
の
表
面
の
露
を
受
け
る
た
め
の
銅
盤
で
、
玉
屑
と
ま
ぜ
て
服
用
す
る
こ
と

で
神
仙
に
近
づ
こ
う
と
し
た
。
外
観
は
銅
の
仙
人
が
掌
を
さ
し
の
べ
玉
杯
を
か

か
げ
た
形
で
あ
る
（
図
4
)
。
し
か
し
南
北
朝
に
仏
陀
が
神
仙
と
同
格
視
さ
れ
、

仏
塔
が
高
層
化
し
、
仏
塔
の
承
露
盤
は
露
を
受
け
る
必
要
は
な
く
な
り
、
甘
露

-131-



が
降
り
注
ぐ
場
、
す
な
わ
ち
為
政
者
の
徳
を
示
す
瑞
祥
が
発
現
す
る
場
と
な
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
仏
教
と
王
権
が
接
近
し
た
。

甘
露
は
祥
瑞
で
あ
る
と
同
時
に
仏
典
で
は
不
死
を
意
味
し
、
甘
露
の
も
つ
不
死

の
イ
メ
ー
ジ
は
須
弥
山
の
兜
率
天
へ
の
往
生
信
仰
と
重
な
っ
た
。
こ
う
し
て
仏

教
の
天
へ
の
往
生
信
仰
と
中
国
固
有
の
不
死
の
世
界
へ
の
昇
天
思
想
と
が
結
び

(8) 

つ
き
、
仏
塔
は
塔
上
に
露
盤
を
の
せ
不
死
の
世
界
へ
い
ざ
な
っ
た
。
ま
た
仏
塔

は
仏
舎
利
信
仰
を
受
け
継
ぎ
、
基
壇
ま
た
は
地
下
に
石
室
（
地
宮
）
を
、
相
輪

(9
)
 

中
ま
た
は
頂
部
に
孔
（
天
宮
）
を
穿
っ
て
仏
舎
利
を
奉
安
し
た
（
図
5
)
。
こ

う
し
て
地
と
天
が
繋
が
っ
た
。
日
本
の
五
重
塔
も
勿
論
、
地
と
天
を
結
ぶ
塔
で

あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
人
で
イ
エ
ズ
ス
会
士
で
あ
る
現
代
の
研
究
者
グ
テ
ィ
エ
レ
ス

は
日
本
の
五
重
塔
は
仏
陀
の
象
徴
だ
け
で
な
く
宇
宙
の
象
徴
で
あ
り
、
「
法
華

経
』
の
「
見
宝
塔
品
第
十
こ
に
あ
る
、
塔
が
湧
出
し
た
大
地
を
四
角
形
の
基

壇
で
象
徴
し
、
そ
の
中
心
を
宇
宙
の
軸

(Axis
mundi)
を
象
徴
す
る
心
柱

が
露
盤
ま
で
通
り
、
地
と
天
と
を
繋
ぐ
と
し
、
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
が
著

書
『
聖
と
俗
』
で
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
大
宗
教
に
は
同
様
の
思
想
が
あ
る
と
述

(JO) 

べ
て
い
る
。

中国朝陽北塔の断面

図：天宮と地宮

図5

次
に
日
本
の
八
角
円
堂
に
は
な
ぜ
相
輪
が
な
い
か
を
考
え
て
み
る
。
古
代
中

国
で
裔
僧
や
皇
帝
の
た
め
の
塔
が
盛
ん
に
造
営
さ
れ
た
が
、
釈
迦
の
舎
利
を
納

め
る
相
輪
を
頂
く
八
角
仏
塔
の
形
式
は
、
た
と
え
皇
族
の
た
め
の
塔
と
し
て
も

造
営
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で

「大
般
涅
槃
経
後
文
」
に
塔
の
層
数
は
修
行

の
位
が
ひ
と
つ
下
が
る
ご
と
に
層
数
も
減
る
と
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
、
八
角
塔

の
層
数
や
九
輪
の
数
を
減
ら
し
て
、

つ
ま
り
塔
の
層
数
を
一
層
、
相
輪
の
大
半

を
占
め
る
九
輪
を
な
く
し
、
露
盤
と
宝
珠
を
頂
く
だ
け
の
八
角
円
堂
に
し
た
と

す
る
説
が
あ
る
（
図
6
)
。
そ
し
て
釈
迦
の
五
重
塔
と
は
区
別
し
て
、
貴
人
の

た
め
の
堂
と
し
て
日
本
の
八
角
円
堂
が
誕
生
し
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
天
皇
の

八
角
墳
か
ら
も
着
想
を
え
て
、
天
皇
と
外
戚
関
係
に
あ
る
藤
原
氏
の
永
遠
の
憩

い
を
楽
し
む
堂
と
し
て
八
角
円
堂
が
ま
ず
興
福
寺
と
栄
光
寺
に
建
立
さ
れ
た
の

-132-

だ
ろ
う
（
図
7
)
。
の
ち
に
建
設
さ
れ
た
夢
殿
も
聖
徳
太
子
の
威
徳
を
讃
え
る

興福寺北円堂の露盤と宝珠図6



安土城の地階の平面図

（宝塔の前に「丸きかうし」と「一段高し」

の部屋）

興福寺北円堂の八角形平面図

西
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一
す
み
く
に
な
う
ち

f
ち

了

そ
か
わ
ら
ノ
は
な
いつ
れ
も

,‘
 

興福寺北円堂平面図図7

霊
廟
で
あ
り
、
そ
の
後
も
八
角
円
堂
は
塔
本
来
の
追
善
堂
と
し
て
機
能
し
た
。

つ
ま
り
、
八
角
円
堂
は
貴
人
の
追
善
堂
で
あ
る
。

（
三
）
信
長
の
天
と
興
福
寺

信
長
の
建
築
ブ
レ
ー
ン
で
あ
り
遣
明
使
と
し
て
明
の
建
築
物
を
実
見
し
て
い

た
策
彦
周
良
か
ら
、
信
長
は
右
の
知
識
を
得
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
信
長
は

幸
若
舞
の
「
敦
盛
」
を
好
ん
で
舞
っ
た
。
下
天
は
信
長
の
天
で
あ
っ
た
。
ま
た

戦
国
大
名
の
精
神
的
支
柱
で
あ
っ
た
天
道
思
想
も
天
の
秩
序
を
至
高
の
原
理
と

し
た
。
信
長
の
幼
少
時
か
ら
の
学
問
の
師
で
あ
っ
た
禅
僧
沢
彦
宗
恩
が
、
周
の

文
王
が
岐
山
に
あ
っ
て
天
下
を
平
定
し
た
故
事
か
ら
選
ん
だ
印
文
「
天
下
布
武
」

の
天
、
そ
し
て
『
老
子
経
』
に
い
う
「
清
浄
は
、
天
下
を
正
す
」
に
よ
る
年
号

-133-

「
天
正
」
の
天
で
も
あ
る
。
仏
教
の
み
で
な
く
、
よ
り
高
次
の
儒
•
仏
・
道
の

三
教
一
致
の
天
の
思
想
は
、
中
世
武
士
道
の
要
諦
に
な
っ
て
い
た
。
南
下
玄
興

は
「
安
土
山
ノ
記
」
で
、
安
土
城
を
こ
の
三
教
が
説
く
理
想
境
と
し
て
、
宇
宙

創
造
の
主
II
梵
天
王
、
さ
ら
に
須
弥
山
上
の
善
見
城
で
仏
法
を
守
護
す
る
帝
釈

天
の
金
殿
玉
楼
、
神
仙
の
住
む
蓬
莱
山
等
に
瞥
え
た
。
ま
た
同
じ
思
想
か
ら
、

安
土
城
の
居
住
階
に
不
老
長
寿
の
仙
桃
を
与
え
る
西
王
母
や
、
死
し
て
天
に
昇

り
星
に
化
し
た
と
い
わ
れ
る
名
宰
相
偲
説
等
の
絵
が
選
択
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

(12) 
、つ。

そ
し
て
八
角
円
堂
の
あ
る
興
福
寺
は
、
現
在
の
境
内
か
ら
は
想
像
し
に
く
い

が
、
当
時
は
約
一
万
八
千
坪
の
七
堂
宇
が
揃
っ
た
大
伽
藍
で
、
子
院
は
百
五
十

を
超
え
、
ル
イ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
修
道
士
は
そ
の
広
大
さ
と
壮
麗
さ
を
ベ
レ
ン

の
修
道
院
と
同
じ
く
ら
い
だ
と
報
告
し
て
い
た
。
創
建
時
に
は
平
安
内
裏
の
殿



舎
を
移
築
し
た
建
物
が
あ
り
、
銀
閣
造
営
の
世
阿
弥
が
改
修
し
た
庭
を
も
つ
の

が
典
福
寺
の
一
乗
院
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
門
主
は
足
利
義
昭
で
あ
っ
た
。
信
長

は
彼
を
支
え
上
洛
し
た
あ
と
、
将
軍
と
な
っ
た
彼
を
追
放
し
た
。
そ
の
間
、
信

長
は
都
の
文
化
や
西
洋
世
界
と
の
出
会
い
を
契
機
と
し
て
、
見
る
人
に
限
り
な

い
感
動
と
畏
敬
の
念
を
喚
起
す
る
壮
麗
な
建
築
物
の
持
つ
力
に
気
づ
き
、
新
し

(13) 

い
統
治
者
と
し
て
の
構
想
を
安
土
城
で
視
覚
化
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
着

想
源
と
し
て
、
藤
原
摂
関
家
発
祥
の
建
築
物
で
あ
り
、
天
皇
家
や
将
軍
家
と
も

関
わ
り
の
あ
る
壮
麗
広
大
な
興
福
寺
は
魅
力
的
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
な

か
で
も
藤
原
摂
関
家
を
祐
彿
と
さ
せ
る
煙
び
や
か
な
人
目
を
惹
く
八
角
円
堂
に

信
長
は
注
目
し
た
の
で
は
な
い
か
。
本
能
寺
の
変
の
直
前
に
家
康
を
安
土
城
に

招
い
た
折
に
、
初
め
の
舞
と
し
て
幸
若
大
夫
に
「
大
職
冠
」
を
舞
わ
せ
た
こ
と

が
そ
の
証
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
と
印
刷
術

信
長
は
イ
エ
ズ
ス
会
士
と
六
十
回
以
上
会
見
し
、
西
洋
の
情
報
を
え
て
い
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
は
、
信
長
の
生
年
で
あ
る
一
五
三
四
年
に
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
丘
で

誓
願
を
し
た
こ
と
に
は
じ
ま
り
、

一
五
四

0
年
パ
ウ
ル
ス
三
世
が
正
式
認
可
を

伝
え
、
海
外
布
教
に
乗
り
出
す
。
こ
の
イ
エ
ズ
ス
会
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
教

団
な
の
だ
ろ
う
か
。
通
例
ス
ペ
イ
ン
語
で
修
道
会
を
表
す
言
葉
と
し
て

el

o
r
d
e
n
を
使
用
す
る
。
と
こ
ろ
が
イ
エ
ズ
ス
会
は

C
o
m
p
a
f
i
f
a
d
e
 J
e
s
u
s
と

称
し
た
。
そ
の
名
の
通
り
、
キ
リ
ス
ト
教
植
民
地
を
新
し
く
全
世
界
に
設
け
る

た
め
の
軍
団
で
、
修
道
士
を
布
教
戦
士
と
し
て
高
度
に
訓
練
し
、
生
命
を
あ
ら

ゆ
る
危
険
に
晒
し
て
も
厭
わ
な
い
、
殉
教
を
よ
し
と
す
る
戦
士
を
育
成
し
た
。

ま
た
彼
ら
は
当
時
の
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
お
け
る
最
先
端
の
学
術
・
教
育
施
設

で
あ
る
イ
エ
ズ
ス
会
学
院
に
入
学
し
、
最
高
水
準
の
高
等
教
育
を
受
け
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
き
っ
て
の
精
鋭
頭
脳
集
団
で
あ
っ
た
。

一
方
、
活
版
印
刷
の
技
術
は
驚

く
べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
拡
散
し
、
そ
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
当
時
の
ロ
ー

マ
は
古
代
復
興
ブ
ー
ム
で
さ
ま
ざ
ま
な
古
代
遺
跡
が
見
直
さ
れ
、
巡
礼
者
用
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
「
古
代
ロ
ー
マ
遺
物
の
眺
望
』
や
、

一
五
五
四
年
に
は
ア
ン
ド

レ
ア
・
パ
ラ
ー
デ
ィ
オ
が
手
の
ひ
ら
サ
イ
ズ
の
「
ロ
ー
マ
古
代
遺
跡
・
教
会
案

(14) 

内
」
を
出
版
し
て
い
た
。
使
節
は
こ
の
ロ
ー
マ
の
不
思
議
に
つ
い
て
の
本
や
古

都
ロ
ー
マ
の
姿
を
図
に
彫
っ
た
有
名
な
絵
を

H
本
へ
持
ち
帰
っ
て
い
る
。
グ

テ
ィ
エ
レ
ス
が
信
長
に
見
せ
た
西
洋
の
城
の
ス
ケ
ッ
チ
も
こ
う
い
う
類
の
印
刷

物
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ま
た
大
衆
向
け
の
読
み
捨
て
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が
印
刷
さ
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れ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
は
布
教
活
動
に
こ
の
メ
デ
ィ
ア
の
力
を
最
大

(16) 

限
に
活
用
し
て
い
っ
た
。
実
際
、
天
正
使
節
が
教
皇
に
大
友
宗
麟
等
の
書
状
を

手
渡
し
た
あ
と
の
、
神
父
ガ
ス
パ
ル
・
ゴ
ン
サ
レ
ス
に
よ
る
返
礼
と
し
て
の
演

説
は
、
そ
の
内
容
を
あ
ら
ゆ
る
人
が
確
か
め
ら
れ
る
よ
う
に
と
印
刷
さ
れ
、
使

(17) 

節
に
も
手
渡
さ
れ
た
。
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
や
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
は
、
こ
う
い

う
状
況
下
の
ロ
ー
マ
学
院
で
最
先
端
の
学
術
を
修
学
し
、
高
度
に
訓
練
さ
れ
た

エ
リ
ー
ト
軍
団
の
戦
士
と
し
て
猛
烈
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
勢
い
で

H
本
に
や
っ
て

き
た
。
前
者
は
『
日
本
布
教
長
心
得
」
で
「
主
要
な
土
地
で
は
わ
れ
ら
の
建
梁

様
式
に
よ
る
美
し
い
教
会
を
建
て
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
、
南
蛮
寺
の
設
計

を
し
た
後
者
は
「
都
に
七
つ
の
ロ
ー
マ
・
バ
ジ
リ
カ
風
の
壮
麗
な
教
会
を
建
て

(18) 

た
い
」
と
願
っ
て
い
た
。



四

ロ
ー
マ
の
七
大
教
会

ロ
ー
マ
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か
ら
幣
し
い
数
の
巡
礼
者
が
訪
れ
、
ガ
イ
ド

ブ
ッ
ク
を
片
手
に
古
代
遺
物
や
教
会
を
巡
っ
た
。
図

8
に
あ
る
多
数
の
高
い
塔

は
巡
礼
者
の
道
標
に
も
な
っ
た
。
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帝
の
記
念
円
柱
の
頂
部
に
は
帝

の
遺
骨
が
黄
金
の
骨
壺
に
入
れ
て
安
置
さ
れ
、
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
の
オ
ベ

リ
ス
ク
の
天
頂
の
ブ
ロ
ン
ズ
球
体
に
は
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
遺
灰
が
納
め

ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
ま
た
サ
ン
・
パ
オ
ロ
門
の
側
に
は
墓
廟
で
あ
る
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
ロ
ー
マ
の
高
い
塔
は
皇
帝
の
記
憶
を
残
す
記
念
碑

で
あ
る
と
同
時
に
一
種
の
墓
廟
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
巡
礼
者
は
必
ず
参
拝
す

べ
し
と
さ
れ
た
の
が
、
教
皇
が
特
権
を
与
え
た
七
大
バ
シ
リ
カ
即
ち
ロ
ー
マ
の

七
大
教
会
で
、
聖
年
の
ミ
サ
に
参
加
す
れ
ば
全
贖
宥
を
得
ら
れ
る
と
さ
れ
、
ま

た
聖
年
で
な
く
て
も
な
か
に
は
エ
ル
サ
レ
ム
や
コ
ン
ポ
ス
テ
ー
ラ
を
巡
礼
し
た

際
に
得
ら
れ
る
の
と
同
量
の
贖
罪
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。
図

9
が
一
五
七
五

年
の
七
大
教
会
図
で
、

パ
ラ
ー
デ
ィ
オ
の
「
教
会
案
内
」

の
順
路
に
従
う
と
、

①
が
サ
ン
・
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
イ
ン
・
ラ
テ
ラ
ー
ノ
、
②
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
・

イ
ン
・
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ー
ノ
、
③
サ
ン
・
パ
オ
ロ
・
フ
ォ
ー
リ
・
レ
・
ム
ー
ラ
、

④
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
マ
ジ
ョ
ー
レ
、
⑤
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
フ
ォ
ー
リ
・
レ
・

ム
ー
ラ
、
⑥
サ
ン
・
セ
バ
ス
テ
ィ
ア
ー
ノ
・
フ
ォ
ー
リ
・
レ
・
ム
ー
ラ
、
⑦
サ

ン
タ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
・
イ
ン
・
ジ
ェ
ル
サ
レ
ン
メ
で
あ
る
。

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ヌ
ス
帝
は
、
戦
勝
を
約
束
し
て
く
れ
た
キ
リ
ス
ト
と
そ
の
教
会
の
勝
利
を
宣
言

す
る
た
め
に
、
新
し
い
神
の
力
を
目
に
見
え
る
形
に
し
、
人
々
に
強
烈
な
印
象

を
与
え
よ
う
と
し
た
。
最
初
に
寄
進
し
た
の
が
ラ
テ
ラ
ー
ノ
聖
堂
で
、
縦

九
十
八
メ
ー
ト
ル
、
横
五
十
六
メ
ー
ト
ル
と
い
う
壮
大
な
規
模
で
あ
っ
た
。
従

来
の
質
素
な
信
徒
集
会
所
（
テ
ィ
ト
ウ
ル
ス
）
を
打
破
し
、
そ
れ
ま
で
の
宗
教

建
築
に
は
な
い
、
人
々
が
集
ま
る
公
共
施
設
で
あ
る
バ
シ
リ
カ
を
採
用
し
（
図（番号は筆者による）
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10)
、
王
者
キ
リ
ス
ト
の
謁
見
の
間
と
し
て
天
井
の
高
い
大
広
間
を
基
本
と
し

た
巨
大
で
豪
華
な
聖
堂
と
し
、
次
々
と
遥
か
遠
く
か
ら
で
も
眺
望
で
き
る
巨
大

バ
シ
リ
カ
が
建
造
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
方
そ
れ
は
聖
人
の
墓
地
を
屋
根
で
覆
う

こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
聖
ペ
テ
ロ
の
墓
を
覆
う
墓
地
バ
シ
リ
カ
は
、
ラ

(19) 

テ
ラ
ー
ノ
を
超
え
る
規
模
に
な
っ
た
。
ペ
テ
ロ
の
殉
教
は
信
仰
の
勝
利
と
な
り
、

「
ガ
イ
ウ
ス
の
ト
ロ
フ
ェ
ー
オ
（
戦
勝
記
念
）
」
と
呼
ば
れ
る
つ
つ
ま
し
い
祭
壇

(20) 

が
ペ
テ
ロ
の
墓
と
さ
れ
、
そ
の
真
上
に
建
設
さ
れ
た
（
図

11)
。
そ
の
後
こ
の

サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
教
会
が
「
す
べ
て
の
教
会
の
母
」
と
さ
れ
、

一
三
七
七
年
に

は
隣
接
し
て
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
教
皇
宮
殿
も
建
設
さ
れ
た
。
サ
ン
・
パ
オ
ロ
聖
堂

で
は
ロ
ヨ
ラ
が
修
道
誓
願
を
立
て
、
異
教
の
闘
い
の
闘
士
と
さ
れ
た
聖
パ
ウ
ロ

に
倣
い
イ
エ
ズ
ス
会
の
活
動
を
開
始
し
た
。
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
マ
ジ
ョ
ー
レ

は
四
世
紀
の
伝
承
で
あ
る
「
雪
の
降
る
と
こ
ろ
、
聖
母
の
教
会
を
建
て
よ
」
と

の
教
皇
へ
の
夢
告
か
ら
建
設
さ
れ
、

マ
リ
ア
が
イ
エ
ス
を
抱
く
「
雪
の
聖
母
マ

-・-・ 
シクストゥス 5世の都市建骰事業を

描いた 16世紀の版画

図8

リ
ア
」
像
は
日
本
で
も
禁
令
下
の
切
支
丹
が
信
仰
し
踏
み
絵
に
も
用
い
ら
れ
、

ま
た
そ
の
メ
ダ
イ
が
近
年
九
州
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
新
村
出
に
よ
れ
ば
十
七

(21) 

世
紀
の
京
都
で
も
「
雪
の
聖
母
マ
リ
ア
」
の
日
が
祝
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。

工

フ
ェ
ソ
ス
公
会
議
で
マ
リ
ア
を
神
の
母
と
公
認
し
た
こ
と
か
ら
再
建
設
さ
れ
、

教
皇
が
主
の
生
誕
を
祝
う
教
皇
の
教
会
で
あ
る
。
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
は
こ
う

い
う
伝
承
等
と
と
も
に
七
大
教
会
建
築
の
壮
麗
さ
を
信
長
に
口
を
極
め
て
褒
め

称
え
た
で
あ
ろ
う
（
図
12)
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
に
も
関
心
を
示

し
て
い
た
信
長
に
、
七
大
教
会
は
布
教
の
た
め
に
は
命
も
厭
わ
ず
ロ
ー
マ
で
殉

教
し
た
聖
人
、
崇
敬
さ
れ
た
聖
人
の
墓
の
上
に
建
立
さ
れ
た
寺
だ
と
繰
返
し

ト
の
た
め
に
殉
教
す
る
日
本
人
信
者
た
ち
の
墓
の
上
に
ロ
ー
マ
の
よ
う
な
七
つ

語
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
の
真
の
願
い
は
、
都
で
キ
リ
ス

の
教
会
を
建
て
た
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
七
大
教
会
と
は
何
か
と
あ
ら
た
め
て
問
う
て
み
よ
う
。
基
本
的
に
は
、

図 10
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サン・ピエトロ、 2世紀の祠（トロ

フェーオ）の復元

図 11



信
者
が
集
ま
り
、
洗
礼
、
聖
体
、
告
解
な
ど
、
七
つ
の
秘
蹟
に
あ
ず
か
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
し
か
し
信
長
が
注
目
し
た
の
は
、
教
会
は
霊
廟
で
も
あ
る
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
見
落
と

、 ~~.~
心̂ /―'!ill.'¥-n.,心議~ ., 総 ．炉恣,,'·-·-·--·~-i·•や、 " ,r•—-心ざ-~掌

ラテラーノ広場と教会 (13世紀のバシリカ翼廊部と宴会堂）、 1588年以前、ヴァティ

カンのフレスコ画の一部

図 12

し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、
教
会
は
霊
廟
と
も
い
え
る
。
聖
人
の
墓
廟
が
あ

り
そ
れ
を
記
念
し
礼
拝
す
る
た
め
に
献
堂
さ
れ
た
。
そ
し
て
信
長
も
現
代
の
わ

れ
わ
れ
と
は
と
は
全
く
別
の
視
点
か
ら
西
洋
の
教
会
を
解
釈
し
、
教
会
は
霊
廟

で
も
あ
り
同
じ
く
記
念
柱
の
よ
う
な
高
い
塔
も
墓
廟
で
あ
る
と
、
そ
し
て
ま
た

五
重
塔
は
舎
利
塔
で
釈
迦
の
霊
廟
で
あ
り
、
八
角
円
堂
も
死
者
の
冥
福
を
祈
る

堂
で
あ
る
と
、
そ
の
本
質
•
本
来
の
機
能
を
直
感
的
に
理
解
し
た
の
で
は
な
い

、。カ
五

西
洋
の
八
角
形
の
造
形
建
造
物

七
大
教
会
に
は
八
角
形
の
造
形
物
が
あ
る
。
こ
れ
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
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（
一
）
再
生
・
復
活
と
し
て
の
八
角
形
—
洗
礼
堂
・
霊
廟
•
聖
遺
物
堂

最
初
の
洗
礼
堂
が
ラ
テ
ラ
ー
ノ
教
会
に
あ
り
、
八
角
形
で
あ
る
（
図
13
と
図

14 
'-―,, 

゜
サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
マ
ジ
ョ
ー
レ
な
ど
五
世
紀
の
教
会
の
ほ
と
ん
ど

に
洗
礼
堂
が
設
け
ら
れ
た
。
古
代
以
来
、
洗
礼
堂
や
霊
廟
と
い
っ
た
宗
教
的
記

念
堂
に
は
異
教
か
キ
リ
ス
ト
教
か
を
問
わ
ず
、
伝
統
的
に
八
角
形
が
好
ん
で
採

用
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
集
中
式
の
聖
堂
建
築
で
は
、
円
形
、
八
角
形
、
十
字

形
な
ど
点
対
称
の
平
面
構
成
を
と
る
が
、
こ
れ
は
古
代
の
墓
廟
建
築
に
由
来
し
、

円
形
堂
は
古
代
以
来
墓
に
ふ
さ
わ
し
い
形
状
と
み
な
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
で
も

(22) 

墓
と
い
う
意
味
を
保
っ
て
い
た
。
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
再
建
計
画
の
初
期
案

は
、
八
角
形
の
大
ド
ー
ム
を
中
心
に
お
く
集
中
式
平
面
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
於
い
て
は
こ
れ
を
正
当
化
す
る
た
め



サン・ジョヴァンニ・イン・ラテラー

ノ教会、八角形の洗礼堂平面、木版画

バラーディオ『建築四書』 1570年より

図 13ラテラーノ洗礼堂、 1560年頃の復元、 A.Lafrery

の銅板画

図 14

に
、
八
は
天
地
創
造
か
ら
世
界
の
開
始
ま
で
の

H
数
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
が
復

活
す
る
ま
で
の
日
数
だ
と
説
か
れ
、
現
世
で
生
ま
れ
変
わ
る
洗
礼
堂
や
天
国
で

生
ま
れ
変
わ
る
霊
廟
は
、
生
ま
れ
変
わ
る
・
復
活
す
る
と
い
う
共
通
項
で
八
角

形
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

そ
の
間
、
第
二
十
五
回
ト
レ
ン
ト
公
会
議
で
新
教
の
聖
像
否
定
に
対
し
て
、

聖
人
崇
拝
や
聖
遺
物
崇
敬
の
伝
統
が
再
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

ス
ペ
イ
ン
で

は
聖
遺
物
収
集
が
中
世
以
上
に
盛
ん
に
な
り
、
宗
教
建
築
に
聖
遺
物
堂
が
献
堂

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

フ
ェ
リ
ペ
ニ
世
が
擁
護
し
た
グ
ア
ダ
ル
ー
ペ
修
道
院

で
は
、
十
六
世
紀
末
に
天
井
の
高
い
八
角
形
の
聖
遺
物
礼
拝
堂
が
造
営
さ
れ
、

棚
に
は
多
数
の
聖
遺
物
が
展
示
さ
れ
た
。

一
六
三

0
年
代
に
は
ト
レ
ド
の
大
聖

堂
で
同
じ
く
八
角
形
の
聖
遺
物
堂
建
設
を
開
始
、
ま
た
カ
ト
リ
ッ
ク
両
王
の
墓

が
あ
る
グ
ラ
ナ
ダ
の
王
室
礼
拝
堂
で
は
遺
物
棚
が
新
設
さ
れ
た
。
遺
物
堂
の
平
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面
に
八
角
形
が
採
用
さ
れ
た
の
は
、
伝
統
に
基
づ
い
た
死
者
を
祀
る
霊
廟
に

倣
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
日
本
の
八
角
形
と
同
じ
く
西
洋
の
八
角

形
の
造
形
も
、
死
者
礼
拝
や
霊
廟
に
関
連
が
あ
る
。

（
二
）
天
の
象
徴
と
し
て
の
八
角
形
ー
八
角
形
ド
ー
ム
と
天
の
女
王
マ
リ
ア

異
教
の
古
代
以
来
、
交
差
ヴ
ォ
ー
ル
ト
や
八
角
ド
ー
ム
を
含
む
ド
ー
ム
一
般

は
広
く
天
の
象
徴
と
さ
れ
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
神
学
で
は
神
の
完
全
性
や
天
国

(21) 

の
象
徴
と
も
さ
れ
た
。
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
伝
統
的
に
図
形
に
象
徴
的

な
意
味
合
い
が
読
み
込
ま
れ
て
き
た
か
ら
で
、
円
は
天
の
弯
窪
を
象
徴
し
、
四

角
は
広
漠
た
る
大
地
、
八
角
形
は
天
と
地
を
結
ぶ
媒
介
記
号
と
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
こ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
と
、
四
元
素
や
宇
宙
の
構
成
、
錬
金
術
の
原
理



な
ど
を
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
、
四
角
形
に
内
接
す
る
円
と
い
う
図
形
は
、

天
と
地
の
咬
合
•
照
応
を
表
象
し
て
八
角
形
と
な
り
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き

(25
)
 

た
。
こ
う
し
て
数
字
の
八
は
伝
統
的
に
天
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
プ
ト
レ
マ
イ

オ
ス
の
天
文
体
系
で
は
、
地
球
を
中
心
に
外
側
を
月
、
太
陽
、
水
星
、
金
星
、

火
星
、
木
星
、
土
星
の
七
天
球
が
回
転
し
、
も
っ
と
も
外
側
の
恒
星
天
球
は
神

夜
空
の
星
の
世
界
と
も
考
え
た
。
ま
た
、

が
動
か
し
て
い
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
第
八
天
を
恒
星
天
と
し
、
八
は

ル
ド
ル
フ
・
ウ
ィ
ト
カ
ウ
ア
ー
に
よ

る
と
、
八
角
形
は
星
空
を
支
配
す
る
天
界
の
女
王
マ
リ
ア
を
象
徴
す
る
と
さ
れ
、

聖
母
マ
リ
ア
に
捧
げ
ら
れ
た
聖
堂
は
八
角
形
の
集
中
式
平
面
を
採
用
す
る
こ
と

が
多
か
っ
た
。
海
を
渡
っ
た
メ
キ
シ
コ
に
も
八
角
形
で
天
空
を
表
現
し
た
聖
堂

が
あ
る
（
図

15)
。
新
プ
ラ
ン
ト
ン
主
義
で
は
円
が
も
っ
と
も
完
全
な
形
態
と

さ
れ
、
円
形
平
面
の
ド
ー
ム
が
八
角
形
の
そ
れ
以
上
に
聖
堂
に
好
ま
し
い
と
さ

れ
た
。
ま
た
、
パ
ラ
ー
デ
ィ
オ
は
「
わ
れ
わ
れ
が
造
る
小
神
殿
（
聖
堂
）
は
大

あ
り
、
宇
宙
の
調
和
に
呼
応
す
べ
き
も
の
考
え
ら
れ
、

神
殿
た
る
宇
宙
に
似
せ
て
造
る
べ
き
だ
」
と
し
、
聖
堂
は
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
で

ウ
ィ
ト
カ
ウ
ア
ー
は
、

ロレートの処女マリアの閻の

八角形のクーポラを下から

見た図、サン・フランシスコ・

ザビエル・イエズス会修練

教会Tepotzo齢n,Mexico 

図15

球
形
ド
ー
ム
建
築
は
神
の
完
全
性
、
神
の
神
髄
を
反
映
し
、
同
時
に
顕
彰
す
る

(26
)
 

も
の
と
し
た
。
し
か
し
、
円
形
で
も
八
角
形
で
も
ド
ー
ム
は
天
•
宇
宙
の
象
徴

で
あ
る
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い

こ
の
天
動
説
に
関
連
し
て
天
正
使
節
が
お
か
れ
て
い
た
状
況
を
み
て
み
よ

に
よ
る
と
使
節
が
ト
レ
ド
で
時
計
仕
掛
け
を
見
た
の
は

一
五
八
四
年
で
あ
る
。
第
八
天
を
恒
星
天
と
す
る
説
で
、
時
計
細
工
の
時
の
刻

う
。
『
使
節
記
』

み
方
の
技
術
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

一
六
世
紀
初
頭
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
で
医
学
と

占
星
術
を
学
ん
で
い
た
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
一
五
四
三
年
頃
か
ら
地
動
説
を
唱
え

て
い
た
。
そ
し
て
同
じ
頃
に
造
営
さ
れ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
古
の
公
的
学
術
庭
園

と
さ
れ
る
パ
ド
ヴ
ァ
植
物
園
を
使
節
は
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
園
長
で
ド
イ
ツ
の
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植
物
学
者
メ
ル
ヒ
オ
ル
・
ギ
ラ
ン
デ
ィ
ー
ヌ

M
e
r
c
h
o
i
r
G
u
i
l
a
n
d
i
n
u
s
か
ら

四
冊
の
立
派
な
書
物
の
贈
物
が
あ
っ
た
。
そ
の
第
一
冊
に
ア
ブ
ラ
ハ
ム
・
オ
ル

テ
リ
ウ
ス
が
編
纂
し
た
「
世
界
輿
地
図
」
、
残
り
の
三
冊
に
は
世
界
の
有
名
な

(27) 

町
の
図
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
日
本
へ
持
ち
婦
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

当
時

「世
界
舞
台
」
の
補
遺
版
を
準
備
し
て
い
た
地
誌
学
者
オ
ル
テ
リ
ウ
ス
に
、

ア
ン
ト
ワ
ー
プ
で
は
入
手
不
可
能
な
地
図
や
情
報
を
提
供
し
て
い
た
の
が
、

一
五
八
九
年
か
ら
一
五
九
二
年
の
約
三
年
間
を
ロ
ー
マ
で
過
ご
し
て
い
た
フ
ラ

ン
ド
ル
人
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
フ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ゲ
で
あ
っ
た
（
図
16)
。
彼
こ

そ
信
長
が
狩
野
永
徳
に
描
か
せ
た
《
安
土
山
図
屏
風
》
を
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
の
地

誌
廊
で
デ
ッ
サ
ン
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
。
使
節
が
訪
問
し
た
頃
の
西
洋
で
は
、

信
長
の
戦
時
と
平
時
に
お
け
る
功
業
は
盛
ん
に
取
り
ざ
た
さ
れ
、
信
長
ほ
ど
素

晴
ら
し
い
評
判
を
獲
得
し
た
日
本
人
は
ほ
か
に
い
な
い
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、



フ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ゲ
は
信
長
を
日
本
の
神
と
認
識
し
、
安
土
城
を
日
本
の
神
々

の
神
殿
群
と
し
て
デ
ッ
サ
ン
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
図
17)
。

話
を
元
に
も
ど
す
と
、
そ
う
い
う
最
新
の
施
設
に
日
本
の
四
少
年
が
招
か
れ

た
と
い
う
こ
と
だ
。

ロ
ー
マ
学
院
で
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
た
ち
が
学
ん
で
い
た
頃

の
一
五
六
五
年
に
、
数
学
講
座
を
担
当
し
て
い
た
ク
リ
ス
ト
ー
フ
ォ
ロ
・
ク
ラ

69・ 
箪-鴫111111!!1(1急；極j

.,,.,,f ;,.,1心', 心 ぶ tく'" 必M 1' ヽ~>Id, 'お'-'' 心衣ぶク

図 16 フィリップス・フアン・ウィ

ンゲ肖像「西洋古代神話図

像大鑑［続編】」所収

図 17

ビ
オ
は
、
そ
の
後
の
イ
エ
ズ
ス
会
の
数
学
や
天
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

（図
18)
。
こ
う
い
う
事
実
か
ら
も
、
占
星
術
や
天
文
学
の
知
識
を
有
し
た
宣
教

師
が
、
使
節
に
こ
の
知
識
を
伝
授
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
信
長

は
宣
教
師
に
岐
阜
城
で
は
三
時
間
に
わ
た
り
四
大
の
性
質
•
日
月
星
辰
等
に
つ

い
て
質
問
し
、
少
し
後
の
本
能
寺
の
変
前
に
は
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
問
題
を
意
識
し
、

南
蛮
渡
来
の
天
文
学
に
通
じ
て
い
た
曲
直
瀬
道
三
等
に
閏
年
を
設
け
る
た
め
の

(30) 

暦
の
計
算
を
さ
せ
て
い
た
。
こ
の
状
況
下
で
信
長
は
西
洋
の
八
角
形
は
天
の
象

徴
だ
と
解
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

都
で
オ
ル
ガ
ン
テ
ィ
ー
ノ
が
建
設
し
た
通
称
南
蛮
寺
は
、
正
式
に
は
「
被
昇

天
の
聖
母
教
会
」
と
称
し
聖
母
に
捧
げ
ら
れ
た
教
会
で
あ
る
。
聖
母
は
死
後
霊

魂
と
共
に
肉
体
も
天
に
召
さ
れ
、
天
上
で
冠
を
授
け
ら
れ
た
。
そ
の
姿
を
、
星

空
の
下
「
天
の
女
王
」
と
し
て
表
現
し
た
《
聖
母
戴
冠
》
の
モ
ザ
イ
ク
画
が
、
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・. 含合を柊甜：

数学者・クリストーフォロ・クラビオ像

1606年 ローマのイエズス会古文書館



サ
ン
タ
・
マ
リ
ア
・
マ
ジ
ョ
ー
レ
聖
堂
に
あ
る
。
ま
た
聖
母
は
キ
リ
ス
ト
が
地

上
に
残
し
た
「
母
な
る
教
会
」
を
象
徴
し
、
使
徒
た
ち
の
精
神
的
な
母
で
あ
っ

た
。
地
上
の
人
々
の
祈
り
を
天
の
父
に
取
り
つ
ぎ
、
天
と
地
を
結
ぶ
人
で
あ
っ

た
。
こ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
視
覚
化
し
た
も
の
に
、
イ
エ
ズ
ス
会
の
大
パ
ト
ロ

ン
で
あ
る
フ
ァ
ル
ネ
ー
ゼ
家
の
本
拠
地
パ
ル
マ
大
聖
堂
の
《
聖
母
被
昇
天
》
が

あ
る

（図

19)
。
八
角
形
の
枠
の
あ
る
ク
ー
ポ
ラ
に
コ
レ
ッ
ジ
ョ
が
描
い
た
。

南
蛮
寺
は
安
土
城
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
建
築
さ
れ
て
お
り
、
普
請
好
き
で
建
築
図

面
も
読
め
た
信
長
が
、
そ
の
建
築
様
式
に
つ
い
て
仔
細
に
説
明
を
求
め
た
可
能

性
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
上
な
く
壮
麗
で
あ
る
西
洋
の
八
角
形
も
日
本
と
同

じ
く
天
を
象
徴
し
、
天
と
地
を
結
ぶ
造
形
で
あ
る
と
信
長
は
考
え
た
と
し
て
い

い
の
で
は
な
い
か
。

パルコレッジョ《聖母被昇天》の八角形

マ大聖堂

図 19

...L. 

ノ‘

ユ
リ
ウ
ス
ニ
世
と
信
長

十
六
世
紀
の
ロ
ー
マ
で
は
、
貴
人
た
ち
も
永
遠
の
名
声
を
得
る
た
め
に
建
築

に
勤
し
ん
だ
。
リ
ア
ー
リ
オ
枢
機
卿
は
、
教
会
と
パ
ラ
ッ
ツ
オ
を
複
合
し
た
一
―
―

層
中
庭
形
式
の
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
を
予
告
す
る
パ
ラ
ッ
ツ
オ
・
デ
ッ
ラ
・

カ
ン
チ
ェ
ッ
レ
リ
ー
ア
を
建
設
し
、
そ
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
「
か
く
な
る
事
業
、

か
か
る
ゆ
え
の
永
遠

(
H
O
C
O
P
U
S

ー

S
I
C
P
E
R
P
E
T
U
O
)
」
と
い
う
モ
ッ

ト
ー
を
刻
ま
せ
た
。
彼
は
レ
オ
十
世
に
敗
れ
教
皇
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
こ

の
宮
殿
で
歴
史
に
永
遠
に
名
を
残
し
た
。
し
か
し
こ
の
永
遠
の
名
声
を
さ
ら
に

驚
く
べ
き
構
想
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
建
設
者
教
皇
と
も
い
る
ユ
リ
ウ

ス
ニ
世
で
あ
っ
た
。
彼
は
一
五

0
三
年
に
教
皇
に
選
出
さ
れ
ユ
リ
ウ
ス
ニ
世
を
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名
乗
っ
た
時
か
ら
、
明
ら
か
に
皇
帝
ユ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
を
連
想
さ
せ
る
古

代
ロ
ー
マ
ヘ
の
強
い
憧
憬
が
あ
っ
た
。
彼
は
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
の
カ
エ
サ
ル
の
オ

ベ
リ
ス
ク
を
新
聖
堂
正
面
へ
移
設
す
る
構
想
を
立
て
た
（
図

20)
。
古
代
ロ
ー

マ
の
栄
光
と
キ
リ
ス
ト
教
を
、
そ
し
て
皇
帝
と
教
皇
、

ふ
た
り
の
ユ
リ
ウ
ス
を

図20



結
び
つ
け
ら
れ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
教
皇
は
自
ら
の
墳
墓
を
置
く
た
め
に
、

一
五

0
六
年
に
ロ
ー
マ
の
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
を
新
た
に
作
り
直
す
べ
く
着

(32) 

手
し
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
自
ら
の
ユ
リ
ウ
ス
霊
廟
を
ま
か
せ
た
。
そ
し
て
着

工
記
念
メ
ダ
ル
が
制
作
さ
れ
た
（
図
21)
。
ユ
リ
ウ
ス
は
聖
ペ
テ
ロ
の
墓
の
移

動
を
禁
じ
、
ま
さ
に
ペ
テ
ロ
の
墓
の
上
に
（
図
22)
自
ら
の
墓
碑
を
つ
く
り
、

大
聖
堂
を
ペ
テ
ロ
と
ユ
リ
ウ
ス
の
聖
堂
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
恐
る
べ
き
人

(33) 

物
と
呼
ば
れ
た
。
つ
ま
り
新
聖
堂
が
自
ら
の
墓
を
置
く
、
自
分
個
人
の
栄
光
を

称
揚
し
て
く
れ
る
記
念
碑
的
な
も
の
に
な
る
こ
と
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
ブ
ラ
マ
ン
テ
は
八
角
ド
ー
ム
が
の
る
ギ
リ
シ
ャ
十
字
平
面
を
設
計
し
た
（
図

23)
。
彼
は
す
で
に
ペ
テ
ロ
殉
教
の
地
と
さ
れ
る
場
所
に
建
設
し
た
サ
ン
・
ピ

エ
ト
ロ
・
イ
ン
・
モ
ン
ト
リ
オ
聖
堂
の
テ
ン
ピ
エ
ッ
ト
で
、
忘
れ
ら
れ
て
い
た

古
代
ロ
ー
マ
建
築
が
創
出
し
た
最
高
の
幾
何
学
的
空
間
に
倣
っ
た
ド
ー
ム
を
設

計
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
十
字
形
は
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
を
象
徴
し
、
ド
ー

ム
は
神
が
統
べ
る
宇
宙
を
象
徴
し
て
い
る
と
し
た
。
世
界
の
数
学
的
調
和
を
確

信
し
て
い
た
ル
ネ
サ
ン
ス
人
ブ
ラ
マ
ン
テ
は
、
幾
何
学
が
秘
め
る
神
秘
的
な
力

に
魅
せ
ら
れ
、
古
代
ロ
ー
マ
の
古
典
主
義
と
キ
リ
ス
ト
教
を
緊
密
に
結
び
つ
け

た
の
で
あ
る
。
パ
ン
テ
オ
ン
の
よ
う
な
ド
ー
ム
を
か
け
た
大
円
堂
は
、
古
来
ロ
ー

マ
で
は
神
殿
・
記
念
堂
を
か
ね
た
廟
で
あ
っ
た
。
ま
た
神
だ
け
で
な
く
人
間
で

あ
る
王
を
神
的
存
在
と
す
る
考
え
は
古
代
か
ら
あ
り
、
例
え
ば
、

ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ス
大
王
は
生
前
に
神
格
化
さ
れ
、
カ
エ
サ
ル
は
死
後
公
式
に
神
と
認
め
ら

ユ
リ
ウ
ス
ニ
世
は
自
分
個
人
へ
の
崇
敬
が
自
分
の
人
間
と
し
て
の
勝
利

れ
た
。

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ド
ー
ム
は
地
と
天
を
結
ぶ
天
国
へ
の
通
路

で
あ
り
、
天
国
の
鍵
を
預
か
る
教
皇
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
形
で
も
あ

新サン・ピエトロ創建記念メダル（完成

予想図・ユリウスニ世のメダル）、 1505

年、カラドッソ（クリストーフォロ・

フォッパ）作？ミラノ市立考古学・古銭

学コレクション、 cat.no.284.
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サン・ピエトロ聖堂の地下納骨堂（クリプト）図
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る
と
。
そ
し
て
古
代
ロ
ー
マ
で
神
の
神
殿
や
個
人
記
念
堂
の
屋
根
を
覆
っ
た

ド
ー
ム
は
、
自
分
の
遺
灰
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
依
頼
し
た
巨
大
な
墓
廟
を
庇

(“) 

護
す
る
、
こ
の
う
え
な
い
王
冠
に
な
る
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
（
図

24)
。
そ

ら
巨
大
な
墓
廟
を
造
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
（
図
25)
。

し
て
死
後
神
格
化
さ
れ
た
皇
帝
ユ
リ
ウ
ス
を
超
え
よ
う
と
、
生
前
に
し
か
も
自

そ
し
て
、

ユ
リ
ウ
ス
ニ
世
が
一
五
―
一
年
ロ
ー
マ
の
都
市
整
備
工
事
を
ひ
と

段
落
さ
せ
た
翌
年
に
、
「
最
高
神
ユ
リ
ウ
ス
ニ
世
に
捧
ぐ
。
教
皇
は
聖
な
る
ロ
ー

マ
教
会
領
を
拡
張
し
イ
タ
リ
ア
を
開
放
し
た
の
ち
、
適
度
に
配
置
さ
れ
る
こ
と

な
く
指
め
き
あ
っ
て
い
た
ロ
ー
マ
に
道
路
を
新
設
し
、
拡
張
し
て
、
美
麗
に
飾

り
、
そ
の
権
威
あ
る
統
治
に
ふ
さ
わ
し
い
都
市
と
し
た
。
道
路
監
督
官
ド
メ
ニ

サン・ピエトロ聖堂のドームのブランマン
テ案

図23

コ
・
マ
ッ
シ
モ
と
ジ
ロ
ー
ラ
モ
・
ピ
ー
キ
こ
れ
を
設
置
一
五
―
二
年
」
と
い
う

(35) 

碑
文
が
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
と
、
南
下
玄
興
が
「
安
土
山
ノ
記
」
で
信
長
の
偉

業
を
称
揚
し
た
文
、
す
な
わ
ち
「
王
道
の
衰
え
た
る
を
起
こ
し
、
神
社
仏
閣
の

破
れ
た
る
を
修
す
。
断
橋
を
続
き
瞼
路
を
平
ら
ぐ
。
…
鳳
凰
は
瑞
を
現
し
、
麒

麟
は
祥
を
呈
す
る
こ
と
、
今
時
に
非
ず
し
て
何
時
ぞ
や
…
蓬
莱
仙
境
の
奇
瑞
に

よ
っ
て
寛
仁
の
ひ
と
、
信
長
に
永
遠
の
容
貌
が
与
え
ら
れ
た
」
を
読
む
と
、
建

（芭

設
者
教
皇
ユ
リ
ウ
ス
と
普
請
好
き
の
信
長
が
二
重
写
し
に
な
る
。
宣
教
師
か
ら

西
洋
の
記
念
碑
の
碑
文
の
慣
習
を
伝
え
ら
れ
た
信
長
が
、

安
土
城
と
と
も
に
自
ら
の
名
声
を
永
遠
に
残
す
た
め
に
こ
の
「
安
土
山
の
記
」

ユ
リ
ウ
ス
に
倣
い
、

を
書
か
せ
た
可
能
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
い
う
こ
と
か
ら
信
長
が
抽
出
し
た
考
え
は
、
意
外
に
も
当
た
り
前
す
ぎ

て
常
人
の
考
え
が
及
ば
な
い
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
は
霊
廟
で
も
あ
り
、
ヴ
ァ
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サン・ピエトロ聖堂 再建時(1534-36年）の内部の様子、ヘー

ムスケルクによる素描， Berlin,Kupferstichkabinet, 79 D2A, 

fol.52 

図25

テ
ィ
カ
ン
宮
殿
は
教
皇
の
住
居
で
あ
り
、
建
築
物
は
後
世
に
名
を
残
す
壮
麗
な

記
念
堂
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
壮
麗
な
ド
ー
ム
は
天
の

象
徴
で
あ
り
、
天
へ
の
通
路
で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
な
お
さ
ら
だ
。
そ
し
て
御

大
工
棟
梁
岡
部
又
右
衛
門
以
言
が
ブ
ラ
マ
ン
テ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
よ
う
に

設
計
し
実
際
に
建
設
し
た
。
信
長
の
建
設
行
政
官
と
い
え
る
京
都
町
奉
行
村
井

貞
勝
は
、
内
裏
の
修
理
、
室
町
将
軍
第
の
新
営
、
信
長
二
条
城
宿
館
の
新
造
を

し
た
あ
と
安
土
城
完
成
時
に
天
守
拝
見
覚
書
を
記
し
た
が
、
両
者
と
も
本
能
寺

の
変
で
殉
死
し
た
た
め
技
術
関
係
者
の
資
料
が
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
村
井

貞
勝
は
地
階
を
見
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
宝
塔
の
仔
細
も
不
明
で
あ
る
。

結
び

ロ
ー
マ
の
七
大
教
会
は
あ
る
意
味
で
殉
教
者
の
霊
廟
で
も
あ
り
、
ロ
ー
マ
の

古
代
遺
物
で
あ
る
記
念
柱
や
オ
ベ
リ
ス
ク
も
皇
帝
の
墓
廟
で
も
あ
る
。
そ
し
て

高
い
塔
で
あ
る
。
信
長
は
、
安
土
城
天
守
の
基
本
構
想
と
し
て
、
こ
の
ロ
ー
マ

の
高
い
塔
に
も
着
想
を
得
た
う
え
で
、
釈
迦
の
霊
廟
で
も
あ
る
五
重
塔
を
選
択

し
た
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
五
重
塔
や
宝
塔
は
仏
舎
利
を
納
め
る
塔
、

そ
し
て
吹
き
抜
け
が
あ
る
か
ら
教
会
と
い
う
縛
り
か
ら
自
ら
を
解
放
し
、
視
点

を
変
え
て
五
重
塔
や
八
角
円
堂
は
死
者
の
追
善
の
た
め
に
造
営
さ
れ
た
と
す
る

-144一

と
ど
う
だ
ろ
う
。
西
洋
で
は
霊
廟
を
要
塞
城
に
転
用
す
る
の
も
自
由
で
あ
る
。

生
前
に
記
念
碑
的
な
霊
廟
を
八
角
形
ド
ー
ム
の
下
に
造
営
し
よ
う
と
し
た
ユ
リ

ウ
ス
に
、
ま
た
遺
言
で
三
重
塔
の
下
に
遺
骨
を
納
め
さ
せ
た
白
河
法
皇
に
、
自

（打）

ら
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
安
土
山
頂
の
敷
地
を
最
大

一
階
が
不
等
辺
八
角
形
平
面
に
な
る
。
そ
れ
で
も
こ
れ
を

採
用
し
た
の
は
、
ユ
リ
ウ
ス
の
よ
う
に
自
分
の
事
績
が
未
来
永
劫
に
記
憶
さ
れ

る
、
自
ら
の
記
念
碑
的
な
霊
廟
建
築
に
す
る
と
い
う
強
い
意
志
が
あ
っ
た
か
ら

で
は
な
い
か
。
勿
論
同
時
に
、
古
代
以
来
天
皇
家
が
鎮
護
国
家
の
象
徴
と
し
て

も
用
い
た
壮
麗
な
八
角
形
を
、
ま
た
桐
紋
や
八
角
形
の
輿
と
同
じ
く
、
民
衆
が

一
目
で
高
貴
な
形
と
分
か
る
八
角
形
を
、
天
下
統
一
の
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

限
に
活
用
し
て
も
、

と
し
て
も
採
用
し
た
と
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
そ
の
地
階
に
将
来
自
ら
の
遺
骨
を



納
め
る
宝
塔
を
設
置
し
て
地
宮
と
し
、
そ
の
天
宮
と
し
て
五
階
を
八
角
形
と
し

た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
会
は
吹
き
抜
け
が
あ
る
か
ら
教
会
な
の
で

し
ょ
う
f
)

ん

は
な
く
、
教
会
や
五
重
塔
は
霊
廟
で
あ
る
か
ら
そ
れ
を
荘
厳
す
る
た
め
に
、
広

大
な
吹
き
抜
け
空
間
を
創
出
し
た
の
で
あ
る
。
霊
廟
と
宮
殿
の
ふ
た
つ
を
合
体

し
、
五
階
を
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
の
八
角
形
ド
ー
ム
に
も
倣
い
八
角
円
堂
と

し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
皇
宮
殿
は
大
聖
堂
の
側
に
あ
る
。
信
長
の
独

創
性
は
こ
の
ふ
た
つ
を
垂
直
に
重
ね
た
こ
と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
安
土
城
天
守
は
、

要
塞
城
で
は
な
く
極
め
て
軍
事
的
機
能
が
少
な
い
宮
殿
・
武
家
殿
舎
で
あ
り
霊

廟
建
築
と
な
っ
た
。
そ
し
て
信
長
が
参
拝
さ
せ
た
の
は
、

フ
ロ
イ
ス
の
い
う
盆

山
で
は
な
く
、
宝
塔
の
あ
る
安
土
城
天
守
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

安
土
城
天
守
は
霊
廟
と
宮
殿
・
武
家
殿
舎
を
ひ
と
つ
の
建
築
物
に
垂
直
に
合
体

し
た
、
世
界
で
も
稀
有
な
複
合
建
築
で
あ
っ
た
と
推
察
で
き
よ
う
。

註(
l
)
内
藤
昌
「
安
土
城
の
研
究
（
下
）
」
『
国
華
』
第
九
八
八
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、
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)
「
城
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と
塔
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リ
チ
ャ
ー
ド
・
ク
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ウ
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ハ
イ
マ
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『
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マ
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阪
城
を

f
o
r
t
r
e
s
s
,
 
p
a
l
a
c
e
と
し
、

M
c
k
e
l
w
a
y
,
M
a
t
t
h
e
w
 P
h
i
l
i
p
:
 

C
a
p
i
t
a
l
s
c
a
p
e
s
,
 F
o
l
d
i
n
g
 S
c
r
e
e
n
s
 a
n
d
 Political I
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
 in L
a
t
e
 

一
九
七
六
年
。

あ
る
都
市
の
肖
像

M
e
d
i
e
v
a
l
 K
y
o
t
o
,
 U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 of H
a
w
a
 i'i 
Press, H
o
n
o
l
u
l
u
 2006, p
p
.
1
7
0
 ,
 

1
7
9
で
は
、
安
土
城
を
生
粋
の
要
塞
城
か
ら
居
住
性
と
象
徴
性
を
備
え
た
過
渡
期
の

城
と
し
、
ま
た
権
力
誇
示
の
城
palacial
fortress
の
先
駆
と
し
て
い
る
。
内
藤
前

掲
論
文
の
四
二
頁
で
は
、
西
洋
の
城
館
宮
殿
と
し
て
い
る
。

(3)
原
陽
子
「
安
土
城
に
お
け
る
「
天
主
指
図
」
の
宝
塔
と
吹
き
抜
け
の
存
在
の
可
能
性

—
五
重
塔
の
造
形
と
宣
教
師
の
記
録
か
ら
の
試
論
ー
」
『
美
術
史
論
集
j
第
一
六
号

神
戸
大
学
美
術
史
研
究
会
、
二

0
一
六
年
。

(4)
宮
下
規
久
朗
「
王
権
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
『
岩
波
講
座
天
皇
と
王
権
を
考
え
る

第
6
巻
表
徴
と
天
皇
」
岩
波
書
店
、
二

0
0
三
年
、
六
九
ー
九
九
頁
。

(5)
以
後
本
稿
で
は
『
使
節
記
」
、
天
正
使
節
を
使
節
と
記
す
。
ド
ウ
ア
ル
テ
・
デ
・
サ

ン
デ
「
デ
・
サ
ン
デ
天
正
遣
欧
使
節
記
」
（
泉
井
久
之
助
、
長
沢
信
寿
、
三
谷
昇
二
、

角
南
一
郎
共
訳
）
雄
松
堂
出
版
一
九
八
四
年
、
こ
れ
は
全
東
洋
管
区
巡
察
使
ア
レ
ッ

サ
ン
ド
ロ
・
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
が
、
四
人
の
使
節
の
手
記
を
す
べ
て
整
理
し
手
を
加

え
た
も
の
を
、
ド
ウ
ア
ル
テ
・
デ
・
サ
ン
デ
に
命
じ
て
ラ
テ
ン
語
に
書
き
下
し
た
も

の。

-145-

(6)
福
永
光
司
「
八
角
古
墳
と
八
稜
鏡
」
『
道
教
と
日
本
文
化
」
人
文
書
院
、
一
九
九
八
年
。

(7)
白
石
太
一
郎
『
古
墳
と
大
和
政
権
」
文
春
新
書
、
一
九
九
九
年
。
網
干
善
教
「
八
角

墳
と
そ
の
意
義
」
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
五
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
九
年
。

(8)
向
井
祐
介
「
仏
塔
の
中
国
的
変
容
」
『
東
方
学
報
』
京
都
第
八
十
八
冊
、
京
都
大
学

人
文
科
学
研
究
所
紀
要
、
二

0
1
――一年。

(9)
濱
島
正
士
「
塔
の
源
流
・
中
国
朝
鮮
半
島
の
仏
塔
」
朝

H
百
科
日
本
の
国
宝
別
冊

国
宝
と
歴
史
の
旅
8
」
朝
日
新
聞
社
、
二

0
0
0
年
。
拙
稿
、
六
六
ー
六
七
頁
。

(10) 
G
a
r
c
i
a
 G
u
t
i
e
r
r
e
z
,
 F
e
r
n
a
n
d
o
:
 L
a
 a
r
q
u
i
t
e
c
t
u
r
a
 j
a
p
o
n
e
s
a
 vista d
e
s
d
e
 

Occidente, G
u
a
d
a
l
q
u
i
v
i
r
 Ediciones, Sevilla 2001. pp, 7
3ー

79.

(11)
小
野
佳
代
『
興
福
寺
南
円
堂
と
法
相
六
祖
像
の
研
究
」
中
央
公
論
美
術
出
版
、

二
0
0
八
年
。

(12)
内
藤
昌
『
復
元
安
土
城
』
講
談
社
、
二

0
0
六
年
、
十
六
ー
十
八
頁
、
九
九
頁
、



二
六
ニ
ー
ニ
六
四
頁
。

(
1
3
)フ
ロ
イ
ス
『
日
本
史
3

」
松
田
毅
一
•
川
崎
桃
太
訳
、
中
央
公
論
社
、

ニ
八
ニ
ー
ニ
八
五
頁
。
大
橋
一
章
・
片
山
直
樹
編
著
『
興
福
寺
—
美
術
史
研
究
の
歩

み
』
『
奈
良
六
大
寺
大
観
•
第
七
巻
興
福
寺
（
一
）
」
岩
波
書
店
、
一
九
六
九
年
。
奈

良
文
化
財
研
究
所
編
『
奈
良
の
寺
」
岩
波
新
書
、
二

0
一
三
年
。
松
田
毅
一
『
天
正

遣
欧
使
節
」
一
九
九
九
年
、
講
談
社
、
三
六
三
頁
ー
三
六
五
頁
に
は
、
興
福
寺
の
多

、
、
、

聞
院
の
英
俊
の

H
記
の
閏
正
月
二
十
一
日
の
条
(
-
五
九
一
年
）
に
、
「
大
ウ
ス
当

寺
八
堂
社
参
、
並
両
門
庭
見
物
、
中
坊
ヨ
リ
案
内
者
付
了
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

在
京
中
の
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
に
随
行
の
南
蛮
人
た
ち
が
多
聞
院
を
来
訪
し
た
記
録
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
使
節
の
四
青
年
も
同
行
し
興
福
寺
見
物
を
し
た
と
し
、
そ
の
規
模

の
雄
大
さ
を
述
べ
て
い
る
。

H
a
r
a
,
Y
o
k
o
:
 《
E
l
Castillo d
e
 A
z
u
c
h
i
 y
 la 

v
i
s
u
a
l
i
z
a
c
i
6
n
 d
e
 los 
i
d
e
a
l
e
s
 politicos d
e
 O
d
a
 N
o
b
u
n
a
g
a》

J
a
p
6
n
y
 

E
s
p
a
n
a
 a
c
e
r
c
a
m
i
n
e
t
o
s
 y
 d

e
s
e
n
c
u
e
n
t
r
o
s
 
(siglos 

XVI y
 XVII), Sa
t
o
r
i
 

Ediciones, Gij6n, 2
0
1
2
.
p
p
l
l
l
 ,
 
123. 

(14)
ヴ
ォ
ー
ン
・
ハ
ー
ト
、
ピ
ー
タ
ー
・
ヒ
ッ
ク
ス
『
パ
ラ
ー
デ
ィ
オ
の
ロ
ー
マ
』
桑
木

野
幸
司
訳
、
白
水
社
、
二

0
―
一
年
、
一
―
―
―
ー
五

0
頁。

(15) 
G
a
r
c
i
a
 Gutierrez, F
e
r
n
a
n
d
o
:
 M
O
M
O
Y
A
M
A
.
 L
a
 E
d
a
d
 d
e
 O
r
o
 d
e
l
 A
r
t
e
 

J
a
p
o
n
e
s
1
5
7
3
 1615, A
m
b
i
t
o
 Servicios Editoriales S.A., M
a
d
r
i
d
 1994. 

p35. 

(16)
ア
ン
ド
レ
ー
・
ペ
テ
ィ
グ
リ
ー
『
印
刷
と
い
う
革
命
」
桑
木
野
幸
司
訳
、
白
水
社

二
0
一
五
年
、
五
四
三
ー
五
四
五
頁
。

(17)
デ
・
サ
ン
デ
前
掲
書
、
四
―
四
頁
、
三
九
五
頁
。

(18)
ヴ
ァ
リ
ニ
ャ
ー
ノ
『
日
本
巡
察
記
」
松
田
毅
―
他
訳
、
東
洋
文
庫
、
平
凡
社

一
九
九
五
年
二
九
三
頁
、
三
五
一
頁
。
松
田
毅
一
『
南
蛮
資
料
の
発
見
」
中
央
公

論
社
、
一
九
八
九
年
。
内
藤
前
掲
論
文
、
四
一
二
頁
。

(
1
9
)
R・
ク
ラ
ウ
ト
ハ
イ
マ
ー
前
掲
書
三
七
—
四
七
頁
、
六
八
頁
、
三
二

0
頁
。

(
2
0
)石鍋
真
澄
『
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
聖
堂
」
吉
川
弘
文
館
、
二
0
0
0

年
、
十
—
五
一
頁
。

一
九
七
八
年

(21) 
Vicchi, R
o
b
e
r
t
a
:
 L
a
s
 B
a
s
t
l
i
c
a
s
 M
a
y
o
r
e
s
 d
e
 R
o
m
a
,
 S
a
n
 P
e
d
r
o
・
S
a
n
 

J
u
a
n
・
S
a
n
 P
a
b
l
o
・
S
a
n
t
a
 M
a
r
i
a
 la M
a
y
o
r
,
 
S
c
a
l
a
 G
r
o
u
p
 S.p.A., 

ぢ
tella,
1999. p
p
.
1
2
0
 ,
 
158. ~
m忠
朋
主
十
「
臨U臣t中
ー
批iの
羊
大
を
来
て
ノ
ヽ
五
日
間
」
『
芸

術
新
潮
」
二

0
0
七
年
、
十
四
ー
―
―
六
頁
。

(
2
2
)稲川
直
樹
・
桑
木
野
幸
司
•
岡
北
一
孝
『
ブ
ラ
マ
ン
テ
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
の

構
築
者
」

N

T

T
出
版
、
二
O

―
四
年
、
九
五
頁
、
一
七

0
頁
、
益
田
前
掲
書

五
六
頁
、
六
九
頁
。

(23)
川
村
や
よ
い
「
南
蛮
漆
器
と
キ
リ
ス
ト
教
ー
ス
ペ
イ
ン
に
届
け
ら
れ
た
作
品
を
中
心

に
」
『
ス
ペ
イ
ン
こ
フ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
美
術
研
究
j

十
八
号
、
二

0
一
七
年
。
川
村
や

よ
い
「
ス
ペ
イ
ン
所
在
の
南
蛮
漆
器
に
つ
い
て
」
『
国
華
』
一
四
一
五
号
、
二

0
一三

年。

(24)
稲
川
前
掲
書
一
七
六
頁
。

(25)
桑
木
野
幸
司
『
叡
智
の
建
築
家
記
憶
の
ロ
ク
ス
と
し
て
の

1
6
1
1
7
世
紀
の
庭
園
、

劇
場
、
都
市
」
中
央
公
論
美
術
出
版
、
二

0
一
三
年
、
二
六
六
頁
。

(26)
石
鍋
前
掲
書
、
六
七
頁
。

(27)
デ
・
サ
ン
デ
前
掲
書
、
三
一
六
ー
三
一
八
頁
、
五
四
五
ー
五
四
八
頁
、
三
0
一頁。

松
田
前
掲
書
『
天
正
遣
欧
使
節
』
の
一
六
五
頁
で
は
、
イ
タ
リ
ア
出
身
の
科
学
者
ジ
ャ

ネ
リ
オ
・
ト
ウ
ル
リ
ア
ー
ノ
の
案
内
で
、
天
体
の
動
き
や
年
月
日
を
正
確
に
示
す

千
八
百
の
小
球
で
で
き
た
精
緻
な
工
作
物
を
見
、
説
明
を
聞
い
た
と
し
て
い
る
。
若

桑
み
ど
り
『
ク
ワ
ト
ロ
・
ラ
ガ
ッ
ツ
イ
天
正
少
年
使
節
と
世
界
帝
国
」
集
英
社

二
0
0
五
年
、
四
九
頁
。

(28)
カ
ル
タ
ー
リ
『
西
洋
古
代
神
話
図
像
大
鑑
【
続
編
】
」

L
・
ピ
ニ
ョ
リ
ア
[
増
補

r

大
橋
喜
之
訳
、
八
坂
書
房
、
二

0
―
四
年
、
三
六
頁
、
二

0
八
頁
。
竹
本
千
鶴
「
安

土
図
屏
風
を
描
き
遺
し
た
フ
ラ
ン
ド
ル
人
」
『
日
蘭
学
会
会
誌
」
第
三
四
号
一
巻
、

二
0
1
0
年。

(
2
9
)
0
`
 Malley, J
o
h
n
 W. S.J., Bailey, G
a
u
v
i
n
 A
l
e
x
a
n
d
e
r
,
 Sale, G
i
o
v
a
n
n
i
.
 S.J.: 

T
h
e
 Jesuits a
n
d
 the A
r
t
s
 1
5
4
0
 ,
 
1
7
7
3
,
 S
a
i
n
t
 Joseph's U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 Press, 
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2
8
 
5
,
 p
.
1
4
.
 

(30)
立
花
京
子
『
信
長
権
力
と
朝
廷
』
岩
田
書
院
、
二

0
0
0
年
、
一
八
六
ー
一
九

0
頁。

(31)
拙
稿
六
五
頁
。

(32)
稲
川
直
樹
「
第
四
章
教
皇
庁
の
建
築
家
」
と
「
第
五
章
ブ
ラ
マ
ン
テ
と
ユ
リ
ウ

ス
ニ
世
」
稲
川
等
前
掲
書
。

(33)
石
鍋
前
掲
書
五
十
八
頁
。

(34) 
M
a
r
t
i
n
 G
o
n
z
a
l
e
z
,
 J.J.: 
H
i
s
t
o
r
i
a
 
de la 
arquitectura, Editorial G
r
e
d
o
s
,
 

S.A.1973, p
p
.
2
6
9
 ,
 72. 

(35)
稲
川
前
掲
書
三
四
0
ー
三
四
一
頁
。

(36)
篠
田
徹
「
安
土
山
の
記
」
愛
知
文
教
大
学
地
域
連
携
セ
ン
タ
ー
文
庫
所
収
。

(37)
拙
稿
七
六
、
六
六
ー
六
八
頁
。

【
挿
図
出
典
】

挿
図
l
、
2

『
新
桃
山
展
大
航
海
時
代
の

H
本
美
術
」
展
覧
会
図
録
、
九
州
国
立
博
物
館
、

二
0
一
七
年
。

挿
図
3
、
9
、
10
、11、

12
、
14
、
2
5
R
・
ク
ラ
ウ
ト
ハ
イ
マ
ー
『
ロ
ー
マ
」
中
央
公

論
美
術
出
版
、
二

0
一
三
年
。

挿
図
4

上
田
篤
編
『
五
重
塔
は
な
ぜ
倒
れ
な
い
か
」
新
潮
社
、
二

0
0
八
年
、
『
特
別
展

栄
西
と
建
仁
寺
j

東
京
国
立
博
物
館
、
二

0
―
四
年
。

挿
図
5

『
国
宝
と
歴
史
の
旅
3
」
朝
日
新
聞
社
、
二

0
0
0年。

挿
図
6
、
7

文
化
庁
監
修
『
国
宝
」

13
建
造
物

I
毎
日
新
聞
社
、
一
九
八
八
年
、
内
藤

昌
「
安
土
城
の
研
究
（
下
）
」
『
国
華
』
第
九
八
八
号
、
一
九
七
六
年
。

挿
図

8
、
2
2
p
.
G
・
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
ー
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
『
ロ
ー
マ
教
皇
歴
代
誌
」

高
橋
正
男
監
修
、
創
元
社
、
一
九
九
九
年
。

挿
図
13
、
24

稲
川
直
樹
＋
桑
木
野
幸
司
＋
岡
北
一
孝
『
プ
ラ
マ
ン
テ

ス
建
築
の
構
築
者
」

N
T
T
出
版
、
二

0
―
四
年
。

盛
期
ル
ネ
サ
ン

挿
図
15、

18

O
'
M
a
l
l
e
y
,
 J
o
h
n
 W., S.J., 
Bailey, G
a
u
v
i
n
 A
l
e
x
a
n
d
e
r
,
 S
a
l
e
,
 

G
i
o
v
a
n
n
i
.
 S
.
J
 :
 Th
e
 Jesuits a
n
d
 t
h
e
 A
r
t
s
 1
5
4
0
 ,
 
1
7
7
3
,
 
S
a
i
n
t
 J
o
s
e
p
h
'
s
 

U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 P
r
e
s
s
 2005. 

挿
図
16
、
17

カ
ル
タ
ー
リ
『
西
洋
古
代
神
話
図
像
大
鑑
【
続
編
】
』

L
・
ビ
ニ
ョ
リ
ア
[
増

補
]
大
橋
喜
之
訳
、
八
坂
書
房
、
二

o
―
四
年
。

挿
図

19

『
パ
ル
マ
ー
イ
タ
リ
ア
美
術
、
も
う
ひ
と
つ
の
都
』
国
立
西
洋
美
術
館
、

二
0
0
七
年
。

挿
図
20
、
21

ヴ
ォ
ー
ン
・
ハ
ー
ト
、
ピ
ー
タ
ー
・
ヒ
ッ
ク
ス
『
パ
ラ
ー
デ
ィ
オ
の
ロ
ー
マ
』

桑
木
野
幸
司
訳
、
白
水
社
、
二

0
1
―
年
。

挿
図
23

M
a
r
t
i
n
 G
o
n
z
a
l
e
z
,
 J
.
J
•
さ

s
t
o
r
i
ade
 la a
r
q
u
i
t
e
c
t
u
r
a
,
 E
d
i
t
o
r
i
a
l
 

G
r
e
d
o
s
,
 S.A.1973. 

祠
邑
本
稿
は
ス
ペ
イ
ン
・
セ
ビ
リ
ア
大
学
二

0
一
七
年
五
月
《
C
u
l
t
u
r
a
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"
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,
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o
t
i
o
n
で
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
る
口
頭
発
表
し
た
内
容
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
し
た
も
の

で
あ
る
。
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原
陽
子
（
は
ら
・
よ
う
こ
）

神
戸
市
外
国
語
大
学
院
外
国
語
学
科
イ
ス
パ
ニ
ア
語
学
専
攻
修
士
課
程
修
了

ス
ペ
イ
ン
・
ナ
バ
ラ
大
学
留
学

元
姫
路
独
協
大
学
特
別
教
授


	18-7-1
	18-7-2
	18-7-3
	18-7-4
	18-7-5
	18-7-6
	18-7-7
	18-7-8
	18-7-9
	18-7-10
	18-7-11
	18-7-12
	18-7-13
	18-7-14
	18-7-15
	18-7-16
	18-7-17
	18-7-18
	18-7-19

