
中
世
美
術
の
な
か
の
「
快
楽」
の

寓
意
像

「
鏡
に
見
入
る
ル
ク
ス
リ
ア」（註1）
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マ
ネ
ク
寺
院
の
扉
口
を
飾っ
た
「
魂
の
戦
い」
（
プ
シ
コ
マ
キ
ア）

レ
リ
ー

フ
は、
個
々
の
寓
意
像
に
「
貞
潔」
（
カ
ス
テ
イ
タ
ス）
と
か
「
快

楽」
（
ル
ク
ス
リ
ア）
と
いっ
た
銘
が
添
え
て
あ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た。

個
々
の
「
美
徳」、
「
悪
徳」
の
属
性
は
文
字
に
よ
っ
て
表
示
し、
象
徴
的
な

持
物
ゃ、
固
有
の
形
態、
動
き
等
の
視
覚
的
な
特
性
で
も
っ
て
表
現
す
こ
と

は
殆
ど
な
か
っ
た。
前
出
の
ラ
ン
大
聖
堂
の
「
快
楽」
（
巴∞日
ー

ロ
呂
年
噴）

は、
漸
く
松
明
と
い
う
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
持
物
を
手
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
た
が、
「
快
楽」
自
体
の
形
像
は
他
の
「
悪
徳」
た
ち
と
変
わ
ら
な
い
壊

小
な
デ
ー

モ
ン
の
ま
ま
に
留
ま
り、
肉
的
な
「
快
楽」
と
い
う
彼
女
の
特
性

に
相
応
し
い
個
性
的
な
表
徴
は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た。

十
三
世
紀
第
二
の
四
半
世
紀、
プ
シ
コ
マ
キ
ア
が
盛
期
ゴ
シ
ッ
ク
の
大
聖

堂
の
正
面
入
り
口
の
腰
壁
や
巨
大
な
パ
ラ
窓
の
な
か
に
進
出
す
る
よ
う
に
な

る
と、
悪
徳
の
表
現
に
も
大
き
な
転
機
が
訪
れ
る。
そ
の
広
大
な
平
面
は

「
美
徳
・

悪
徳」
の
全
体
が
一
覧
で
き
る
よ
う
な、
新
た
な
体
系
化
的
表
現

を
可
能
に
し、
こ
れ
を
機
会
に、
か
つ
て
「
美
徳」
に
よ
っ
て
直
接
探
摘
さ

れ
て
い
た
「
悪
徳」
は、
「
美
徳」
の
足
元
か
ら
離
れ、
別
の
段
に
設
え
ら

れ
た
枠
内
に
独
立
し
て
姿
を
表
す
よ
う
に
な
る。
「
美
徳」
の
足
の
下
の
段 の

で
で
は
あ
る
が、
そ
れ
と
同
等
の
枠
と
ス
ケ
ー

ル
を
麓
得
し
て
「
悪
徳」
は

自
立
す
る
の
で
あ
る。

「
悪
徳」
が
「
美
徳」
の
足
元
に
う
ず
く
ま
っ
て
退
治
さ
れ
る
と
い
う
旧

来
の
「
美
徳
の
勝
利」
の
群
像
形
式
は、
例
え
ば
シュ
ト
ラ
ス
プ
ー

ル
大
聖

堂
の
扉
口
（
尽
き
年
噴）
の
プ
シ
コ
マ
キ
ア
に
見
る
よ
う
に、
まっ
た
く
消

滅
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い。
そ
し
て
盛
期
ゴ
シ
ッ
ク
時
代
の
新
し
い
表

現
形
式
も
プ
シ
コ
マ
キ
ア、
つ
ま
り
「
魂
の
戦
い」
を
め
ぐ
る
善
と
悪
の
葛

藤
の
理
念
を
放
棄
す
る
わ
け
で
は
な
い
が、
戦
う
二
人
と
い
う
説
話
的
な
群

像
形
式
を
止
め
る
こ
と
に
な
っ
て、
表
現
上
で
は
「
戦
い」
と
い
う
意
味
付

け
は
希
薄
に
な
っ
て
い
く。

こ
の
新
し
い
舞
台
に
登
場
す
る
単
独
の
女
性
寓
意
像
は、
銘
文
に
代
わ
る

（ー）

新
た
な
手
段、
つ
ま
り
象
徴
的
な
持
物
と
固
有
の
動
き
を
得
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
分
の
意
味
を
体
現
す
る
こ
と
に
な
る。
そ
の
な
か
で
「
快
楽」
は
と
い

う
と、
彼
女
は
手
に
鏡
を
取っ
て
椅
子
に
か
け、
美
の
装
い
に
勤
し
む
艶
な

姿
で
現
れ
る。
こ
の
新
し
い
タ
イ
プ
は
直
ち
に
ヴ
ァ
リ
エ
ー
ショ
ン
を
生
む

』
と
に
な
り、
鏡
を
持っ
た
ま
ま
立
ち
上
が
り、
一
人
の
男
性
を
迎
え
て
抱

擁
も
す
る、
と
い
う
直
磁
的
な
形
式
の
「
快
楽」
の
寓
意
像
が
派
生
す
る。

二
つ
の
タ
イ
プ
は
殆
ど
前
後
し
て
登
場
す
る
が、
そ
の
誕
生
に
は、
後
述
の

よ
う
に
肉
的
な
快
楽
を
求
め
る
こ
と
は
偶
像
崇
拝、
信
仰
の
否
定
の
振
る
舞

い
で
あ
る
と
説
く
聖
典
の
句
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と、
さ
ら
に
こ
の
時
代
の

大
き
な
流
れ
と
し
て
蘇
る
古
代
の
イ
メ
ー
ジ
が
与
っ
て
い
た。
そ
し
て
「
鏡

に
見
入
る」
タ
イ
プ
と
「
抱
擁」
の
タ
イ
プ
と
い
う
二
つ
の
「
快
楽」
は、



図 1 『美徳 と 悪徳』

パ リ ノ ー ト ル ダ ム 大聖堂西正面中央扉 口
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第
一
の
鏡
に
見
入
る
タ
イ
プ
は、
ま
ず
パ
リ、

中
世
末
期
の
ヴ
ァ

ニ
タ
ス
の
女
性
像
を
直
接
予
告
す
る
こ
と
に
な
る。

ノ
ー
ト

ル
ダ
ム
大
聖
堂
の

西
正
面、
中
央一
扉
口
の
腰
壁
（HMM0・
8
年
頃）
（
図
1）
と
大
パ
ラ
窓
（
図

2）
に
登
場
し 、
続
い
て
オ
l

セ
ー

ル
や
リ
ヨ
ン
の
大
聖
堂
な
ど
の
パ
ラ
窓

（
図
3）
に
現
れ
る。
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
第
二
の
タ
イ
プ

は
ア
ミ
ア
ン
大
聖
堂
の
西
正
面、
中
央
扉
口
の
腰
壁
（HMMO’
包
年
頃）
（
図

4）
や
シ
ャ

ル
ト

ル
大
聖
堂
の
南
扉
口
側
柱
の
レ
リ
ー

フ
（
ロω0
8
年
頃）

に
見
ら
れ、
こ
う
し
た
大
聖
堂
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
作
品
が
も
っ
と
も
早

い
時
期
の
作
例
で
あ
り、
そ
の
端
緒
は
パ
リ
の
大
聖
堂
の
作
品
で
あ
る。

＝
二
0
年
代
の
終
わ
り
頃、
パ
リ
の
ノ
l
ト

ル
ダ
ム
大
聖
堂
の
西
正
面

中
央
口
は、
「
最
後
の
審
判」
と
そ
れ
に
陪
席
す
る
十
二
使
徒 、
「
賢
い
処
女

と
愚
か
な
処
女」
な
ど
を
伴
っ

た
壮
大
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
彫
刻
で
飾
る
よ
う

計
画
さ
れ
た。
十
二
使
徒
の
足
元
の
壁
面
に
は
十
二
の
「
美
徳」
の
女
性
寓

意
像
が
添
え
ら
れ、
彼
女
ら
は
使
徒
の
荘
厳
な
趣
に
相
応
し
い
魂
の
静
安
の

そ
れ
ぞ
れ
が
足
下
の
段
に
伴
っ

た
「
悪
徳」
は、

方

世
界
を
拡
げ、

日

常
生
活
に
展
開
さ
れ
る
忌
ま
わ
し
い
振
る
舞
い
で
う
こ
め
い
て
い
る
EZ 。

（二）

上
段
の
静
謡
な
「
美
徳」
た
ち
と
下
段
の
動
揺
す
る
「
悪
徳」
た
ち、
伝
統

的
な
プ
シ
コ
マ
キ
ア
の
根
幹
に
あ
る
善
悪
の
「
葛
藤」
の
理
念
は、
こ
の
情

調
の
対
比
的
表
現
に
よ
っ

て
保
た
れ
て
い
る
（
図
1） 。

中
央
の
キ
リ
ス
ト

像
の
右
手
側
は
「
信
仰」
「
希
望」
「
慈
愛」
か
ら
な
る

三
神
学
徳
に
始
ま
る。
パ
ウ
ロ
の
言
葉
に
も
と
ず
く
こ
の
三
美
徳
の
次
に
は

四
枢
要
徳
が
現
れ
る
は
ず
で
あ
る
が、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
先
行
し
て
「
貞
潔」

を
置
く
2 3v 。

四
番
目
に
位
置
ず
け
さ
れ
た
こ
の
「
貞
潔」
の
下
に
現
れ
る

の
が
『
快
楽』
で
あ
る。
若
い
女
性
の
姿
で、
前
の
『
食
欲』
と
よ
く
似
た

ポ
ー

ズ
を
と
り、
メ
ダ
イ
オ
ン
の
周
縁
に
沿
う
よ
う
に
し
て
体
を
屈
め 、
左

手
に
天
秤
を
持
っ

て
そ
れ
を
見
つ
め
て
い
る。

現
今
の
表
現
は
十
三
世
紀
の
当
初
の
も
の
と
異
な
っ

て
お
り、
一
七
七
O



年
か
ら
七
一
年
に
か
け
て
の
修
復
の
際
に
改
変
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ

て、
十

三
世
紀
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
天
秤
で
は
な
く 、

鏡
を
持
っ

て
こ
れ
に
見
入
っ

て

い
た
と
考
え
ら
れ、
そ
れ
は
同
じ
大
聖
堂
の
大
パ
ラ
窓
の、
化
粧
に
余
念
が

な
い
『
快
楽』
（
図
2）
に
近
い
形
で
あ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る。
プ
ル
デ
ン

テ
ィ

ウ
ス
の
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア』
に
端
を
発
す
る
「
快
楽」
の
女
を、
後
に

流
布
し
た
タ
ロ
ッ
ト
・
カ
l
ド

の
「
正
義」
の
図
像
表
現
を一
族
っ

て、
「
不

正」
の
寓
意
像
に
換
え
て
し
ま
っ

た
か、
或
い
は
ま
た
占
星
術
の
金

息荷ヴ
ィ
1

ナ
ス
に
読
み
代
え
た
も
の
で
あ
ろ
う。
金
星
神
が
天
秤
宮
に
宿
を
も
っ

て
い

る
こ
と
は
周
知
の
と
う
り
で
あ
る
E4 0

大
パ
ラ
窓
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
中
心
に
聖
母
子
像 、
こ
れ
を
囲
ん
で
十

二
弁
の
花
と
十
二
使
徒
を
描
き、
そ
の
外
周
の
二
十
四
の
メ
ダ
イ
ヨ
ン
の
一

つ
に
『
快
楽』
が
姿
を
み
せ
る
（
図
2）。
華
麗
な
装
い
で
長
椅
子
に
か
け、

左
の
手
に
し
た
丸
鏡
を
覗
き
な
が
ら
金
髪
を
と
く 。

飾
り
輪
の
あ
る
被
り
も

の
を
つ
け、
緑
色
の
コ
ッ
ト

の
上
に 、
刺
し
？っ

の
施
さ
れ
た
真
紅
の
マ
ン

ト
を
羽
織
り、
そ
の
長
い
裾
を
膝
の
上
に
垂
ら
し
て
い
る。

マ
ー

ル
は
彼
女
の
艶
姿
を
「
女
性
の
煽
と
誘
惑
的
な
気
質
の
エ
ン
プ
レ
ム」

と
説
明
す
る
在 5） 。

四
世
紀
の
プ
ル
デ
ン
テ
ィ

ウ
ス
の
叙
事
詩
『
魂
の
戦
い』

は、
「
快
楽」
の
女
の
に
つ
い
て
「
髪
は
香
油
で
満
ち
・
・
・

危
険
な
甘
い

香
り
漂
わ
せ
・
・
・

宝
石
の
光
を
燦
然
と
輝
か
せ
て
い
た」
（
第
三
一
O
ー

三
三
O
行
抜
粋）
と
記
述
し
て
い
る
か
ら、
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
表
現
は
プ

シ
コ
マ
キ
ア
の
伝
統
に
従
っ

て
妖
艶
な
傾
城
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は

確
か
だ。
彼
女
を
浮
き
立
て
る
き
ら
び
か
な
色
調
は、
そ
の
頭
上
に
鎮
座
す

る
『
貞
潔』
が
黒
と
紫
を
基
調
に
し
た
無
垢
・

謙
譲
の
色
合
い
で
摘
出
さ
れ

て
い
る
の
と
鮮
や
か
な
対
照
を
な
し
て
い
る。
善
と
悪
の
「
葛
藤」
は
こ
こ

リ
ヨ
ン
大
聖
堂
の
作
品
（
図
3）
は、

で
は
色
調
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
よ
っ

て
演
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る。

そ
の
後
間
も
な
く
し
て
パ
リ
の
先

例
に
倣
っ

て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り、
被
り
も
の
か
ら
マ
ン
ト 、
コ
ッ
ト
に

至
る
服
装
は
先
例
と
ま
っ

た
く
同
じ
で
あ
る。
し
か
し
こ
の
『
快
楽』
は
パ

リ
と
違
っ

て
鏡
を
見
る
た
め
に
体
を
傾
け
る
こ
と
を
し
な
い。
パ
リ
で
は
髪

に
手
を
当
て
て
い
た
右
手
が、
こ
こ
で
は
人
を
手
招
き
す
る
よ
う
な、
あ
る

い
は
祝
福
で
も
す
る
か
の
よ
う
な
構
え
に
変
え
ら
れ
て
い
る。
化
粧
を
お
え

て
人
を
惑
わ
す
妖
婦
に
転
身
し
た
の
で
あ
ろ
う
か、
あ
る
い
は
伝
統
的
に
親

ポ
ー

ズ
で
あ
ろ
う
か。

し
い
仲
間
で
あ
っ

「
倣
慢」
の
気
質
を
と
り
込
ん
だ
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た

（三）

殆
ど
同
じ
時
代
に
描
か
れ
た
ミ

ニ
ア
チ
ュ
l

ル
や
ヴ
ィ

ラ
l

ル
・
ド
・

オ

ヌ
ク
ー

ル
の
ス
ケ
ッ

チ
住ε

で
は、
こ
う
し
た
『
快
楽』
た
ち
と
よ
く
似
た

図 2 『 ル ク ス リ ア 』

パ リ ノ ー ト ル ダ ム大聖堂
西正面 パ ラ 窓
ス テ ン ド グ ラ ス



図 3 『 ル ク ス リ ア』
リ ヨ ン 大聖堂

ス テ ン ド グ ラ ス

服
蓑
が
高
貴
な
身
分
の
女
性
の
装
い
と
し
て
描
か
れ
て
い
る。
同
じ
頃
の
寓

意
物
語
『
ば
ら
物
語』
（
第
一
部
はHMM
？
g
年
噴）
の
な
か
で、
吟
遊
詩
人

ギョ
l

ム
・
ド
・
ロ
リ
ス
は、
「
快
楽」
と
親
密
な
関
係
に
あ
る
「
閑
暇」

を
美
し
い
高
貴
な
身
な
り
の
女
に
響
え
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る。
「
閑

暇」
の
乙
女
は
「
真
鎗
の
鉢
の
よ
う
な
ブ
ロ
ン
ド

の
髪、
ひ
な
よ
り
も
柔
ら

そ
の
額
は
明
る
く
輝
き、
眉
は
弓
の
よ
う」、彼
女

は

か
い
肌
を
も
ち、

「
刺
し
ゅ
う
の
つ
い
た
可
愛
ら
し
い
被
り
も
の
を
つ
け、
そ
の
手
に
は
鏡
が

あ
っ
た」、
そ
し
て
「
享
楽
に
ふ
け
り、
髪
を
と
き、
そ
れ
を
三
つ
編
み
に

す
る
ほ
か
に
は
何
も
の
に
も
か
か
ず
ら
う
こ
と
が
な
い
・
・
・

だ
が、
権
力

と
権
勢
を
もっ
た。
片
手百

こ
う
し
た
「
閑
暇」
の
描
写
は
パ
リ
の
お
し
ゃ

れ
に
憂
き
身
を
や
っ
す
『
快
楽』
と、
そ
の
利
け
者
と
な
っ
た
リ
ヨ
ン
の

『
快
楽』
の
表
現
を
訪
併
と
さ
せ
る
の
で
あ
る。

中
世
時
代
の
盛
期、
鏡
は
日
常
生
活
の
な
か
に
深
く
浸
透
し
て
い
た。
そ

れ
は
丸
形
で、
牛
の
眼
の
よ
う
な
凸
面
の
金
属
（
時
に
は
ガ
ラ
ス）
鏡
で
あっ

た
s
t

鏡
の
ケ
l

ス
に
は、
狩
り
に
で
る
騎
士
と
貴
婦
人
の
愛
の
情
景
な

ど
豊
か
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
た。
女
性
た
ち
は
そ
れ
を
帯
や
腕
輪
に
結
び

付
け、
宮
廷
の
舞
踏
会
で
は、
こ
の
手
鏡
に
パ
ー
ト
ナ
ー

の
威
風
を
映
し
見

な
が
ら
踊っ
た
と
い
う。
こ
の
時
代
に
隆
盛
を
き
わ
め
た
宮
廷
的
な
愛
の
教

え
に
し
た
が
え
ば、
貴
婦
人
た
ち
が
手
に
と
っ
た
鏡
は
女
性
の
優
美
と
無
上

の
幸
福
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
て、
忌
避
さ
れ
る
べ
き
持
物
で
は
な
か
っ
た。

古
代
エ
ジ
プ
ト

や
ミ
ケ
l

ネ
文
化
の
時
代
の
手
鏡、
前
六
世
紀
ご
ろ
に
登

場
す
る
凸
面
の
置
き
鏡、
ま
た
ポ
ン
ペ
イ
の
壁
画
の
な
か
の
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
や

花
嫁
が
手
に
す
る
丸
鏡
な
ど、
古
代
の
鏡
は
普
通
に
は
美
と
愛
に
関
わっ
て、

十
三
世
紀
の
『
快
楽』
の
時
の
よ
う
に
倫
理
的、
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
こ

（四）

と
は
な
か
っ
た。
い
わ
ば
自
然
の
鏡
で
あ
っ
た。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
ア
リ

ス
テ
ィ

ポ
ス
の
報
告
に
よ
る
と、
鏡
は、
た
と
え
へ
タ
イ
ラ
（
高
級
遊
女）

が
自
ら
の
美
貌
を
映
し
て
愛
の
身
支
度
の
た
め
に
用
い
た
も
の
で
あっ
て
も、

年
老
い
て
不
用
に
な
っ
た
時
に
は、
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
の
神
殿
に
奉
納
さ
れ
た

と
い
う
§
2

鏡
は
美
と
豊
鏡
を
も
た
ら
す
神
聖
な
護
符
で
も
あっ
た。

エ
ト

ル
ス
ク
の
墓
域
か
ら
は
多
数
の
鏡
が
出
土
し
て
い
る。
ブ
ロ
ン
ズ
の

丸
鏡
と、
こ
れ
に
把
手
を
つ
け
た
手
鏡、
及
び
台
つ
き
の
置
き
鏡
と
い
う
ギ

リ
シ
ャ
と
同
じ
三
種
の
タ
イ
プ、
こ
れ
に
若
干
の
改
造
を
施
し
た
型
の
も
の

が
あ
る
盆mv o

多
く
は
諸
文
化
に
見
ら
れ
る
よ
う
に、
死
者
に
捧
げ
ら
れ
た



副
葬
品
で
あ
る。
そ
の
鏡
に
は
エ
ロ
ス
的
な
主
題
の
情
景
が
豊
か
な
線
刻
や

レ
リ
ー

フ
で
装
飾
さ
れ
た
が、
そ
の
装
飾
函
の
な
か
に
し
ば
し
ば
鏡
が
描
か

れ
て
い
る。
死
の
国
の
情
景
を
表
し
た
一
例
（
図
5）
を
見
ょ
う。
中
央
で

抱
擁
す
る
二
人
は、
故
人
な
い
し
は
そ
の
分
身
で
あ
ろ
う
死
出
の
装
い
の
男

（
左
側）
と
妖
艶
な
ニ
ン
フ
で
あ
る。
二
人
の
左
右
に
も
死
者
に
仕
え
る
死

の
国
に
ニ
ン
フ
た
ち
が
控
え
て
い
る。

古
代、ギ
リ
シ
ャ
と
は
異
な
っ

て、
エ
ト

ル
ス
ク
の
死
の
国
は
東
方
の
イ
メ
l

ジ
を
い
れ
て
天
界
の
楽
園
で
あ
り
s
q

死
者
は、
胸
を
露
に
し
た
美
し
い

ニ
ン
フ
か
ら
愛
の
口
ず
け
も
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
註
告

人
は
来
世
に
あ
っ

て
甘
美
な
愛
の
生
活
が
保
証
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る。
前
方
の
左
下
に
座
る

ニ
ン
フ
は
霊
魂
の
再
生
を
象
徴
す
る
卵
を
差
し
出
し、
右
下
の
ニ
ン
フ
は
手

鏡
を
持
っ

て
見
つ
め
て
い
る。
そ
れ
は
死
者
か
ら
贈
ら
れ
た
鏡
で
あ
る
が、

彼
女
は
早
く
も
手
に
と
っ

て、
自
分
の
た
め
に
役
立
て
て
い
る。
鏡
を
持
っ

た
ニ
ン
フ
は
愛
と
美
の
女
神
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
に
擬
し
て
描
か
れ
た
よ
う
で
あ

る
エ
ト

ル
ス
ク
の
装
飾
鏡
の
別
の
一
つ
に
は、
同
じ
よ
う
に
鏡
を
手
に
し
た

ニ
ン
フ
の
足
元
に 、
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
の
持
物
で
あ
る
鳩
を
添
え 、
死
の
国
の

ニ
ン
フ
を
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
そ
の
も
の
に
読
み
代
え
て
い
る
例
が
あ
る
在同〕 O

鏡
に
見
入
る
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
の
図
像
は
古
代
に
は
通
例
の
も
の
で
あ
る
が、

キ
リ
ス
ト

教
の
時
代
に
入
る
と
長
い
間
消
息
を
絶
ち 、
や
が
て
中
世
も
末
期

に
近
い
こ
ろ
占
星
術
の
な
か
の
金
星
神
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
と
な
っ

て
蘇
る。
だ
が

そ
の
前
の
十
三
世
紀
初
頭、
フ
ラ
ン
ス
の
大
聖
堂
の
装
飾
の
な
か
で
「
快
楽」

の
寓
意
像
と
し
て
再
生
し
て
い
た
の
で
あ
る。

鏡
を
手
に
し
た
前
例
の
ニ
ン
フ
H

ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
は、
こ
れ
に
添
え
ら
れ

た
銘
文
ごも（Q）ロむ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に 、
ギ
リ
シ
ャ

語
の
ペ
ル
セ
ポ
ネ
！ 、

恐
れ
ら
れ
て
い
た
冥
界
の
女
王
が、

即
ち
冥
界
の
女
王
ハ
l

デ
ス
の
妻
に
相
当
す
る
女
で
あ
る。
ギ
リ
シ
ャ

で
は

エ
ト

ル
ス
ク
の
鏡
の
な
か
で
は
死
者
の

る。 魂
を
享
楽
に
誘
い 、
自
ら
も
ま
た
快
楽
を
享
受
す
る
ニ
ン
フ
に
転
身
し
て
い

キ
ス
タ
（
化
粧
箱）
も
鏡
と
同
じ
よ
う
に 、
死
者
が
死
の
国
へ
持
参
す
る

贈
り
物
に
な
っ
た。
そ
れ
に
施
さ
れ
た
線
刻
装
飾
の
一
つ
に 、
有
翼
の
ニ
ン

フ
が
鏡
中
に
映
る
自
分
の
顔
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
光
景
が
あ
る（役立 。

（五）

図 4 『 ル ク ス リ ア 』

ア ミ ア ン 大聖堂

西正面 中央扉 口
レ リ ー フ 1220 - 36年
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そ
の
足
元
に
は
サ
テ
ュ
ロ
ス
が
横
た
わ
っ

て、
彼
女
の
股
聞
に
手
を
伸
ば
し

て
い
る。
お
お
ら
か
な
そ
の
情
景
は、
鏡
に
見
入
る
行
い
が
肉
の
快
楽
と
い

う
こ
と
と
密
接
な
関
連
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ

て
お
り、
先
の
作
品
（
図
5）

描
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る。

の
鏡
を
見
つ
め
る
ニ
ン
フ
と
そ
の
背
後
の
抱
擁
の
場
面
も
同
じ
意
味
関
連
で

ニ
ン
フ
が
鏡
に
見
入
る
姿
も、
二
人
の
甘

美
な
抱
擁
も
共
に
快
楽
の
情
景
で
あ
る
と
す
れ
ば、
十
数
世
紀
後
に
ゴ
シ
ツ

ク
の
大
聖
堂
に
蘇
る
「
快
楽」
の
二
つ
の
タ
イ
プ、
「
鏡
に
見
入
る
快
楽」

る
の
で
あ
る。

と
「
抱
擁
す
る
快
楽」
の
併
存
は
古
代
に
典
拠
を
持
っ

て
い
た
と
推
測
さ
れ

ロ
ー

マ
時
代
の
紀
元
一
世
紀 、
二
十
二
歳
で
亡
く
な
っ

た
マ
イ
ア・
セ
ヴ
ェ

． 

ラ
の
墓
碑
に 、
墓
主
の
生
前
相
を
偲
ば
せ
る
若
い
女
性
が
彫
刻
さ
れ
て
い
る。

ギ
リ
シ
ャ

の
墓
碑
彫
刻
に
も
通
じ
る
静
誰
な
趣
の
表
現
で
あ
る。
彼
女
は
一

羽
の
鳩
を
抱
き
な
が
ら、
丸
い
手
鏡
を
か
か
げ
て
見
つ
め
て
い
る
（
図
6）。

鳩
は
既
出
の
よ
う
に
愛
の
女
神
や
豊
鏡
の
女
神
デ
l

メ
l

テ
l

ル
（
ケ
レ
l

ス）
の
持
物
で
あ
り、
同
時
に
ま
た
死
と
運
命
の
女
神
パ
ル
カ
遠
の
も
の
で

も
あ
っ
た。
鳩
は
愛
と
死
と
の
両
義
的
な
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
た。

ロ
ー

マ
時
代
の
石
棺
装
飾
の
な
か
に
は
愛
の
女
神
の
外
に 、
ク
レ
タ
王
の

娘
ア
リ
ア
ド
ネ
！

と
バ
ッ

カ
ス
の
愛、
美
少
年
ガ
ニ
ュ
メ
ー

デ
ー

ス
と
ゼ
ウ

ス
の
愛
な
ど、
神
の
愛
の
情
景
が
頻
繁
に
現
れ
る。
ど
れ
も
人
間
に
対
す
る

神
の
愛
の
表
現
で
あ
り、
人
の
死
も
ま
た
神
に
愛
さ
れ
る
こ
と、
神
を
通
し

て
永
遠
の
至
福
に
至
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
と
理
解
さ
れ
る
釜山5 0

愛
と

（六）

死
と
は
類
縁
の
関
係
に
あ
っ

て、
死
は
愛
を
通
じ
て
神
に
つ
な
が
る
と
い
う

新
プ
ラ
ト
ン
主
義
と
一
致
す
る
意
味
表
現
で
あ
る
が、
こ
れ
が
マ
イ
ア・
セ

ヴ
ェ
ラ
の
墓
碑
に
も
通
じ
て
い
る
と
し
た
ら、
愛
の
鏡
は
鳩
の
場
合
に
似
て、

両
義
的
な
意
義
を
帯
び、
鏡
は
愛
と
美
の
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
同
時
に 、

死
と
悲
嘆
の
実
を
宿
す
こ
と
に
な
る。

カ
ー

ル
ス
ル
l

エ
の
美
術
館
が
収
蔵
す
る
キ
ス
タ
の
美
し
い
線
刻
画
は、

こ
の
こ
と
を
一
層
具
体
的
に
示
し
て
い
る
（
図
7）。

最
初
の
裸
の
ニ
ン
フ

は
死
者
か
ら
贈
ら
れ
た
手
鏡
と
く
し

棒
（
ス
テ
ィ
ロ）
を
手
に
し
て
満
悦
で

あ
る。
足
元
に
置
か
れ
た
筒
形
の
化
粧
箱
（
キ
ス
タ）
も
死
者
か
ら
贈
ら
れ

た
も
の
で
あ
る。
彼
女
の
前
方
に
立
つ
男
は
恐
ら
く
そ
れ
ら
を
贈
っ
た
死
者

で、
重
々
し
く

経
雄
子
を
ま
と
い 、
ニ
ン
フ
を
誘
う
よ
う
に
し
て
婚
礼
の
水

， 



浴
に
向
か
っ

て
進
む。
古
典
古
代
の
葬
礼
の
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト

で
は、
エ
ロ
ス

や
神
々
の
愛
の
情
景
と
並
ん
で、
婚
礼
が
死
と
類
縁
の
営
み
と
し
て
表
現
さ

れ
た
在日）O

左
端
の
ニ
ン
フ
は
鏡
を
見
つ
め
て
い
る
が、
そ
こ
に
映
っ

て
い
る
の
は
彼

女
の
顔
で
は
な
い。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ

の
ハ
ル
ピ
ュ
イ
ア
に
倣
っ
た
有
翼
の

魂 、
す
な
わ
ち
当
の
鏡
を
贈
っ
た
死
者
の
霊
魂
で
あ
る。
美
と
愛
の
具
の
鏡

は
そ
の
ま
ま
死
の
鏡
に
も
成
る。
時
を
経
て
中
世
末
期
の
ヴ
ァ

ニ
タ
ス
の
絵

画
の
な
か
で、
裸
の
乙
女
が
手
に
す
る
鏡
の
な
か
に
も
死
の
影
が、
幾
分
か

意
味
を
変
え
て
映
る
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る。

死
の
国
の
ニ
ン
フ
たち
は
優
美
に
動
い
て
い
る
が、
悲
壮
な
運
命
の
エ
レ

ジ
ー

が
漂
っ

て
い
る。
鏡
は
そ
こ
で
愛
と
死
の
二
つ
の
営
為
に
関
わ
っ

て
い

た。
し
か
し

鏡
の
意
味
は
ま
だ
自
然
な
扱
い
で
あ
り、
そ
の
価
値
は
む
し
ろ

神
聖
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
っ
た。

キ
リ
ス
ト

教
時
代
に
な
り、
鏡
が
宗
教
的
な
比
倫
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ

て
も、
こ
の
価
値
に
変
わ
り
は
な
か
っ
た。
聖
書
や
宗
教
的

な
諸
文
書
は、
鏡
の
丸
い
形
態
と
澄
ん
で
輝
く
表
面
に
着
目
し 、

鏡
を
日
輪

の
模
像
と
見
る
こ
と
も
す
る
2
2

「
知
恵
は
永
遠
に
輝
く
光 、
神
の
働
き

の
く
も
り
な
き
鏡
な
り」
（
旧
約
外
典
『
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵』
七・
二
六） 、

神
の
姿
を
「
鏡
の
な
か
に
見
る」
（『
民
数
記』
十
二
・

六） 、
「
主
の
栄
光
を

鏡
に
映
す
よ
う
に
見
つ
つ」
（『
コ
リ
ン
ト

人
へ
の
第
二
の
手
紙』
三
・一

八） 、

あ
る
い
は
ダ
ン
テ
の
『
神
曲』
の
「
お
前
の
気
持
ち
は、
真
実
の
鏡
に
映
っ

て
見
え
る」
（
天
国
篇
二
六・
一
O
八）
な
ど 、
鏡
は
澄
ん
だ
鏡 、
神
の
ヴ
ィ

シ
ョ
ン
の
鏡 、
或
い
は
ま
た
神
の
鏡
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
在日百

絵
画

の
な
か
で
は
「
澄
ん
だ
鏡」
は
聖
母
マ
リ
ア
の
象
徴
に
な
り
詰巴 、

「
視
覚」

明
に
映
し
出
し
て
清
澄
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
る
註四百

の
寓
意
を
描
い
た
タ
ピ
ス
リ
ー

で
は、
貴
婦
人
の
手
中
の
鏡
が
一
角
獣
を
鮮

十
四
世
紀
初
頭、
ジ
オ
ッ
ト

が
描
い
た
パ
ド
ヴ
ァ

の
壁
画
の
な
か
で、
亜山

が
手
に

徳
に
対
崎
す
る
枢
要
徳
の一
つ
の
「
賢明」
（
プ
ル
デ
ン
テ
ィ

ア）

あ
っ
た。

す
る
鏡
も
こ
の
類
の
も
の
で
あ
り
註
ミ

鏡
は
賢
察
と
予
見
の
シ
ン
ボ
ル
で

そ
の
た
め
に
鏡
は、
明
視
す
る
「
賢
い
蛇」
（『
マ
タ
イ
伝』
十
・

十
六）
Rg

に
代
わ
っ

て、
或
い
は
こ
れ
と
並
ん
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ

、lノ七〆t、、

図 6 マ イ ア ・ セ ヴ ェ ラ の墓碑

ア クイ レイ ア 考古博物館
25～50年頃



た。

毛彫エ ト ル ス ク の化粧箱の装飾

カ ー ル ス ル ー エ州立美術館
図 7

美
徳
の
寓
意
像
が
手
に
持
っ
こ
う
し
た
鏡
は、
か
つ
て
ロ
マ
ネ
ス
ク
時
代

の
「
美
徳」
た
ち
が
「
悪
徳」
に
向
け
て
構
え
て
い
た
楯
を
読
み
変
え
た
も

の、
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る。
聖
ジ
ョ

ル
ジ
ョ

や
聖
ミ
カ
エ
ル
は
楯
を
手

に
し
て
現
れ
る
が、
中
世
絵
画
の
な
か
に
は
そ
の
楯
が
金
属
質
の
表
面
に
映

像
を
く
っ
き
り
と
結
ん
で、
鏡
の
如
き
役
割
を
果
た
し
て
い
る
例
が
少
な
か

な
く、
輝
き、
映
す
と
い
う
性
状
の
点
で
も
共
通
し、

ら
ず
あ
る。
武
具
の
楯
と
鏡
の
聞
に
は
そ
の
丸
み
を
帯
び
た
形
態
ば
か
り
で

ロ
ー

マ
時
代
の
プ
リ

ニ
ウ
ス
の
記
録
に
も
あ
る
よ
う
に 、
早
く
か
ら
両
者
の
聞
に
は
互
換
性
が
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
28 0

キ
リ
ス
ト

教
中
世
の
鏡
は、
以
上
の
よ
う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
受
容
の
歴
史

か
ら
み
る
限
り、
「
美
徳」
に
こ
そ
相
応
し
い
持
物
で
あ
っ

て、
「
悪
徳」
の

も
の
で
は
な
い。
鏡
を
手
に
す
る
パ
リ
大
聖
堂
の
『
快
楽』
も、
も
し
プ
シ

コ
マ
ッ

キ
ア
の
枠
組
み
か
ら
外
し
て
単
独
像
と
し
て
見
る
な
ら、
あ
る
い
は

美
徳
の
寓
意
表
現
と
受
け
と
れ
な
い
こ
と
は
な
い。
後
述
の
ア
ミ
ア
ン
大
聖

堂
の
場
合
（
図
4）
の
よ
う
に 、
も
う
一
つ
の
「
快
楽」
の
図
像
で
あ
る
男

女
抱
擁
の
形
式
も、
神
と
教
会
の
和
合
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
好
も
し
い
表

現
形
式
に
通
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る。
鏡
に
見
入
る
悪
徳
の
「
快
楽」
は、

「
美
徳」
を
始
め
と
す
る
善
の
表
現
形
式
と
密
接
な
関
連
で
誕
生
し
た
と
想

（八）

像
さ
れ
る
の
で
あ
る。

四
世
紀
末 、
プ
ル
デ
ン
テ
ィ

ウ
ス
は
美
徳
の
乙
女
を
「
衣
装
は
粗
末
で
肩

を
露
わ
し、
髪
は
杭
ら
ず」
（
第
二
三
行）
と
叙
述
し
て
い
た。
八
百
年
後 、

パ
リ
の
『
快
楽』
は
豪
奪
な
装
い
と
化
粧
の
ポ
l

ズ
を
と
っ

て
い
る
か
ら、

プ
シ
コ
マ
キ
ア
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば、
彼
女
が
美
徳
の
女
で
な
い
こ
と
は
明

白
で
あ
る。
し
か
し
こ
の
歴
史
的
な
前
提
を
欠
く
と
す
れ
ば、
彼
女
の
様
態

は
善
悪
両
者
に
通
じ
る
多
義
的
な
も
の
と
な
る。
ア
レ
ゴ
リ
ー

や
シ
ン
ボ
ル

に
は
通
例
の
現
象
で
あ
っ

て、
鏡
自
身
も
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
は
善
と
悪
の
ど

ち
ら
に
も
可
能
な、
両
儀
的
な
価
値
を
も
っ

て
い
た。
真
実
と
明
視
の
鏡
は



他
方
で
魔
法
の
鏡、
幻
視
の
鏡
に
な
り
得
る
の
で
あ
る。

オ
ヴ
ィ

デ
ィ
ウ
ス
が
語
る
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
の
伝
説
は、
鏡
が
倒錯
や
欺
踊、

あ
る
い
は
惨
い
幻
覚
を
生
む
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る。
紀
元
前
五
世
紀
の
あ

る
壷
絵
に、
女
神
ア
ル
テ
ミ
ス
が
水
の
入っ
た
盃
l

あ
る
い
は
皿
の
形
を
し

た
青
銅
の
鏡
1

を
手
に
し
て
見
つ
め
る
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
盆包 。

古
典

古
代
で
は
盛
ん
に
行
わ
れ
た
水
鏡
や
鏡
に
よ
る
占
い
を
描
写
し
た
も
の
で
あ

る。
こ
う
し
た
水
（
鏡）
占
い
は
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（ω
忠ムωO
年）

に
よ
る
と、
ペ
ル
シ
ャ
に
由
来
し、
後
に
ピュ
タ
ゴ
ラ
ス
が
用
い
た
も
の
で

あ
っ
て、
「
水
占
い
は
神

、々
す
な
わ
ち
悪
魔
ど
も
の
ま
や
か
し
と
ぺ
テ
ン

を
見
せ
る」
も
の
で
あ
る
盆担当

キ
リ
ス
ト

教
中
世
で
は
占
い
や
自
然
魔
術

の
鏡
は
異
教
的
な
魔
法
に
属
し、
預
言
は
本
来、
神
の
思
寵
か
あ
る
い
は
神

自
体
の
本
性
か
ら
浪
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る。
古
代
の
鏡
を
め
ぐ
る
魔

術
的、
宗
教
儀
式
的
な
価
値
が

幾世紀
に
も
渡
る
教
会
の
検
闘
の
合
聞
を
ぬっ

て
再
び
匙
る
の
は、
ル
ネ
ッ

サ
ン
ス
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る。

か
つ
て
は
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
が
美
と
愛
の
し
る
し
と
し
て
携
え
て
い
た
「
自
然

の
鏡」
が、
中
世
の
進
行
と
共
に
罪
悪
の
シ
ン
ボ
ル
と
化
し
て
い
く。
そ
の

原
因
は
鏡
の
呪
術
的
な
機
能
と
い
う
よ
り
は、
鏡
が
時
代
と
と
も
に
女
性
た

ち
の
日
常
に
浸
透
し、
審
修
と
華
美
な
装
い
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
あ
り、

こ
れ
が
教
父
や
教
会
が
打
ち
出
す
禁
欲
的
な
教
理、
政
策
に
触
れ
る
こ
と
に

な
る。三

世
紀
の
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は、
最
初
の
罪
の
聡
辱
の
汚
名
を
償
う
た

め
に、
女
は
意
図
し
て
阜
し
い
容
貌
と
質
素
な
衣
服
を
選
ぶ
べ
き
で
あ
り、

間
違
っ
て
も
虚
飾
に
満
ち
た
過
度
な
華
美
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
説
い
て

い
た
（『
女
性
の
衣
服
に
つ
い
て』
一
・

一、
二
・

二）。
ク
リュ
l

ニ
l

の

修
道
院
改
革
や、
聖
職
者
の
独
身
制
を
制
定
し
た
（
Em
の
ラ
テ
ラ
ノ

ム義）

教
皇
イ
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
（HH
S’HN
E
年
在
位）
の
教
会
政
策
は

「
現
世
蔑
視」
論
を
基
底
に
し、
現
世
を
穣
土
と
す
る
時、
人
聞
の
肉
体
嫌

悪
を
女
性
の
蔑
視、
嫌
悪
に
関
係
ず
け
た。
既
に
ロ
マ
ネ
ス
ク
時
代
の
作
例

で
見
た
よ
う
な
女
性
の
肉
体
に
つ
い
て
は
勿
論
の
こ
と、
こ
れ
に
加
え
て
そ

の
装
い
の
華
美
も
紅
粉
も
厭
離
す
べ
き
も
の
と
し
た。

高
慢
で、
首
を
伸
ば
し
て
歩
く
シ
オ
ン
の
娘
た
ち
は
耳
輪
や
腕
輪、
ヴ
ェ

イ
ル
や
頭
飾
り
な
ど
華
麗
な
ア
ク
セ
サ
リ
ー

を
身
に
付
け
て
い
た
が、
そ
れ

ら
は
「
主
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
る
べ
き」
で
あ
っ
た
（『
イ
ザ
ヤ
書』
三
・

一

八）。
十
三
世
紀
の
『
ば
ら
物醤
巴
の
な
か
で、
着
飾っ
て
享
楽
に
ふ
け
る

「
閑
暇」
の
少
女
が
手
に
す
る
鏡
も、
ま
た
こ
の
物
語
と
同
じ
時
代
の
貴
婦

人
た
ち
が
好
ん
で
身
に
付
け
て
い
た
愛
の
鏡
も、
シ
オ
ン
の
娘
の
装
身
具
と

同
じ
忌
ま
わ
し
い
持
物
と
化
す
の
で
あ
る。

ヴ
ィ
l
ン
国
立
美
術
館
収
蔵
の
美
し
い
絵
入
り
注
解
聖
書
『
ビ
1

プ
ル
・

（九）

モ
ラ
リ
ゼ』
は、
こ
の
『
ば
ら
物
語』
や
パ
リ
のノ
i
ト

ル
ダ
ム
大
聖
堂
の

『
快
楽』
と
同
じ
時
代
に
著
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。
旧
約
の
『
サ
ム
エ
ル
記

下』
（
一
三
・

一
五
ー

一
九）
を
表
し
た
頁
の
最
初
の
段
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
l

ル
を
見
ょ
う
（
図
8）。
ダ
ピ
デ
の
子
ア
ム
ノ
ン
は、
タ
マ
ル
と
い
う
美
し

い
妹
を
愛
し、
力
ず
く
で
床
を
共
に
し、
そ
の
後
で
彼
女
に
激
し
い
憎
し
み

を
抱
い
て
追
い
出
し
て
し
ま
う。
彼
女
は
嘆
き
叫
ん
で
家
を
去っ
て
い
く、
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文
は
次
の
よ
う
に
記
す、

と
い
う
内
容
で
あ
る。
下
段
は
こ
れ
に
た
い
す
る
「
注
解」
の
場
面
で、
銘

ア
ム
ノ
ン
の
行
い
は
「
聖
職
に
あ
る
者
が、
女
の

子
の
純
潔
を
奪
っ

た
後
で、
彼
女
と
縁
切
り
を
す
る
こ
と
に
通
じ
る。
彼
が

り、
娼
婦
に
身
を
お
と
す
こ
と
に
な
る」 。

自
分
の
住
処
か
ら
彼
女
を
追
い
出
す
と、
間
も
な
く

彼
女
は
性
悪
な
女
に
な

上
段
の
赤
い
ベ
ッ
ト

の
見
え
る
ア
ム
ノ
ン
の
家
は、
下
の
注
解
の
段
で
は

現
実
の
「
聖
職
者」
の
僧
院
に
変
わ
る
が、
二
人
の
動
き
は
そ
の
ま
ま
再
現

で
は、
処
女
を
象
徴
す
る
純
白
な
色
合
い
に
変
わ
る
在
宅

さ
れ
る。
上
段
の
タ
マ
ル
が
着
る
薄
い
ピ
ン
ク
色
の
長
衣
が、
下
段
の
少
女

タ
マ
ル
の
絶
望

の
手
振
り
は
そ
の
ま
ま
下
段
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
が、

持
つ
こ
と
に
な
る。
少
女
は
顔
を
動
か
し
て
こ
れ
に
見
入
る
が、
上
段
で
は

そ
の
左
手
に
は
鏡
を

て
「
性
悪
な
女」 、
「
娼
婦」
に
成
っ

た
の
で
あ
る。

泣
い
て
い
た
眼
が、
こ
こ
で
は
険
悪
な
目
付
き
に
変
わ
る。
少
女
は
鏡
を
持つ

こ
の
少
女
が
頬
に
当
て
て
い
る
右
手
を、
僅
か
に
動
か
し 、
そ
れ
が
髪
に

ま
で
届
け
ば、
彼
女
は
パ
リ
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
『
快
楽』
に
近
い
姿
に

な
ろ
う。
こ
の
『
ビ
l

ブ
ル・
モ
ラ
リ
ゼ』
の
ミ

ニ
ア
チ
ュ
l

ル
は
パ
リ
の

ノ
ー
ト

ル
ダ
ム
大
聖
堂
を
始
め
と
す
る
当
時
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
と
密
接
な

関
連
で
成
立
し
た
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る。
一
見
で
は
貴
婦
人
の
如
き
パ
リ

の
『
快
楽』
の
女
も
「
性
悪
な
女」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
唆
す

る
作
品
で
あ
る。

こ
の
こ
と
を
明
か
す
も
う
一
つ
の
例
証
を
見
ょ
う。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
ト
ゥ

リ
ニ
テ
ィ
・

カ
レ
ッ
ジ
の
絵
入
り
本
『
黙
示
録』
は
ア
ン
グ
ロ・
ノ
ル
マ
ン

語
で
書
か
れ
て
い
て、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
王
妃
エ
レ
I

ナ
に
捧
げ
ら
れ
た
も

の
と
推
定
さ
れ
て
い
る。
ブ
ラ
ン
コ・
ア
ン
グ
ロ・
ノ
ル
マ
ン
系
の
こ
の
美

（己）

し
い
ミ一一
ア
チ
ュ
1

ル
の
一
頁
に 、
ヨ
ハ
ネ
が
天
使
に
案
内
さ
れ
て
目
の
当

た
り
に
す
る
パ
ビ
ロ
ン
の
不
信
心
と
背
徳
の
都
（『
黙
示
録』
十
七
章）
が

象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
（
図
9）。
パ
ビ
ロ
ン
の
淫
婦
は
七
つ
の
頭
を
も

つ
赤
色
の
獣
に
乗
っ

て
現
れ、
「
紫
と
赤
の
衣
を
着
て、
金
と
宝
石
と
真
珠

で
身
を
飾
り、
忌
ま
わ
し
い
も
の
や、
自
分
の
淫
ら
な
お
こ
な
い
の
汚
れ
で

満
ち
た
金
の
杯
を
手
に
持
っ

て
い
た」
（一
七・
四） 。
そ
の
右
に
も
う一
度、

同
じ
よ
う
に
し
て
「
多
く
の
水
の
上
に
座
る
大
淫
婦」
（
一
七・
一
）
と
な
っ

て
姿
を
見
せ
る。
先
の
場
面
で
は
右
手
に
持
っ

て
い
た
高
杯
が、
後
者
で
は

緋
色
に
縁
ど
り
さ
れ
た
丸鏡
に
代
わ
り、
先
に
は
膝
の
上
に
置
い
て
い
た
も

う
一
方
の
手
は、
こ
こ
で
髪
を
杭
る
こ
と
に
な
る。
そ
の
被
り
も
の
の
裾
は、

前
段
と
違
っ

て
長
々
と
女
の
前
方
に
流
れ
て
妖
気
を
漂
わ
す。
鏡
は、
「
淫

司’



ら
な
お
こ
な
い
の
汚
れ
に
満
ち
た」
高
杯
と
同
じ
意
味
の
シ
ン
ボ
ル
と
成
る。

七
つ
の
頭
を
も
っ
た
獣
と
多
く
の
水
は
パ
ビ
ロ
ン
を、
周
知
の
よ
う
に
ヨ

す
る
者
修
と
偶
像
崇
拝
の
な
ら
い
を
淫
行
に
響
え、

ハ
ネ
に
と
っ
て
は
ロ
l

マ
帝
国
の
首
都
ロ
1

マ
を
意
味
し、
こ
の
都
を
支
配

そ
れ
を
遊
女
に
見
立
て

た
も
の
で
あ
る
註訂〉 O

鏡
を
見
な
が
ら
髪
を
と
く
女
は
つ懲
ら
な
お
こ
な
い」、

即
ち
食
欲
と
異
教
信
仰
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る。
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四

パ
リ
の
ノ
ー
ト

ル
ダ
ム
大
聖
堂
の

西
正
面
や
大
ば
ら

窓
の
『
快
楽』
は、

た
と
え
プ
シ
コ
マ

キ
ア
の
枠
組
み
か

ら
離
し
て
見
て
・弘、

嫌
悪
さ
れ
る
べ
き

悪
徳
の
形、
罪
深

い
肉
的
な
放
縦
の

寓
意
像
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る。
こ

う
し
た
官
能
的
で

陰
湿
な
対
象
が、

ロ
マ
ネ
ス
ク
時
代
の
寺
院
の
柱
頭
や
ま
た
ゴ
シ
ッ
ク
時
代
の
写
本
の
な
か
に

密
か
に
現
れ
る
の
と
違
っ
て、
聖
堂
の
西
正
面
や
ば
ら
窓
に
公
然
と
現
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か。

旧
約
聖
書
外
典
の
『
ベ
ン
・
シ
ラ
の
知
恵』
（
ギ
リ
シャ
語
原
本
で
は

『
シ
ラ
ク
の
子
イ
エ
ス
の
知
恵』）
は
教
訓
的
な
知
恵
文
学
で、
か
つ
て
は
盛

ん
に
読
ま
れ
た
テ
キ
ス
ト

で
あ
る。
そ
の
第
九
章
は
「
不
身
持
ち
の
女
に
会

う
な、
な
ん
じ
そ
の
わ
な
に
陥
ら
ん」 、
つ
ま
ず
か
な
い
た
め
に
「
乙
女
を

見
つ
む
な」、
「
歌
を
う
た
う
女」
や
「
遊
女」、
「
着
飾
っ
た
女
か
ら
な
ん
じ

の
恨
を
そ
む
け
よ」
と
教
え
る。
禁
欲
的
な
現
世
蔑
視
論
は
こ
う
し
た
教
訓

を
好
個
の
テ
キ
ス
ト
と
し
たに
違
い
な
く、
パ
リ
の
『
快
楽』
の
如
き
女
の

表
現
は
そ
の
忌
避
す
べ
き
女
の
視
覚
的
な
範
例
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う。
し
か

（二）

し
彼
女
が
肉
的
な
放
縦
の
形
と
し
て
公
然
と
現
れ
る
に
は、
も
う一
つ
の、

直
接
信
仰
に
関
わ
る
重
要
な
根
拠
が
あ
っ
た。

旧
約
の
予
言
者
ホ
セ
ア
は
不
貞
の
妻
を
も
っ
た
経
験
か
ら、
神
と
イ
ス
ラ

エ
ル
の
聞
の
関
係
を
夫
婦
の
間
柄
に
響
え
て、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
側
が
パ
ア
ル

の
偶
像
礼
拝
に
い
そ
し
ん
で
神
と
の
善
き
関
係
を
破
っ
た
こ
と
を
不
倫
の
行

ぃ、
「
姦
行」
だ
と
説
い
た。
人
は
神
に
仕
え
る
こ
と
を
止
め
る
や
い
な
や、

欲
望
の
対
象
を
主
と
仰
い
で
そ
の
奴
隷
と
な
る。
「
淫
行」
「
姦
淫」
は
主
を

違
え
て
偶
像
の
奴
隷
に
な
る
こ
と
を
意
味
し
た
の
で
あ
る。

ま
た
『
士
師
記』
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
救
助
者
「
ギ
デ
オ
ン
が
死
ぬ
と、
人
々

は
ま
た
パ
ア
ル
に
従
っ
て
こ
れ
と
姦
淫
し、
パ
ア
ル
・

べ
ト
リ
を
自
分
た
ち

の
神
と
し
た」
（
八
・三一二）
こ
と
を
書
い
て
い
る。
ギ
デ
オ
ン
は
多
く
の



側
女
を
も
っ

て
十
人
の
子
を
な
す
が、
そ
の
う
ち
の
一
人
ア
ビ
メ
レ
ク
は
や

が
て
悪
し
き
人
々
の
頭
目
に
な
る。
ウ
ィ
ー
ン
本
の
『
ビ
l

ブ
ル
・

モ
ラ
リ

ゼ』
は
そ
の
顛
末
を
描
写
し
て
い
る
（
図
叩）。
上
段
の
銘
文
は、
ギ
デ
オ

ン
の
死
後
「
人
々
は
ア
ビ
メ
レ
ク
と
呼
ば
れ
る
娼
婦
の
子
に
し
て
極
悪
の
男

を
自
分
た
ち
の
王
と
し
て
立
て、
異
教
の
神
殿
か
ら
銀
七
十
を
と
っ

て
彼
に

渡
し
た」
と
『
土
師
記』
九
章
を
抜
粋
し
て
い
る。

メ
ダ
イ
ヨ
ン
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
l

ル
で
は、
左
の
端
に
「
娼
婦」
と
さ
れ
た

元
ギ
デ
オ
ン
の
側
女
が
精
子
に
か
け、
上
体
を
反
ら
す
よ
う
に
し
て
右
手
を

胸
に
あ
て、
左
手
に
は
鏡
を
掲
げ
る。
彼
女
の
「
腰
か
ら
生
ま
れ
た」

（
八
・

三
O）
極
悪
の
息
子
が
こ
の
母
親
か
ら
立
ち
上
が
っ

て
い
る。
息
子

ア
ビ
メ
レ
ク
に
王
冠
を
被
せ、
そ
の
手
に
銭
を
渡
し
て
い
る
の
は
シ
ケ
ム
の

人
で
あ
る。
こ
の
銭
は
画
面
右
端
の
黄
金
の
偶
像
か
ら
取
り
出
さ
れ
た
も
の

で
あ
る。
鏡
を
も
っ
た
姦
淫
の
女
は、
悪
し
き
人
々
か
ら
崇
め
だ
で
さ
れ
る

「 ア ビ メ レ ク を王 に し た人 々 」
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図10

（三）

は
な
い。
し
か
し
「
倣
慢」
は
「
快
楽」
と
共
に
不
信
心
（
画
面
右
の
異
教

偶
像
の
母
で
あ
る。
そ
の
母
の
赤
い
コ
ッ
ト

や
濃
紺
の
マ
ン
ト

は、
パ
リ
の

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
『
快
楽』
の
再
現
で
あ
る
と
も
言
え
る
が、
粗
末
な
椅

の
祭
壇）
に
つ
な
が
る
諸
悪
の
根
源
で
あ
っ

て、
絵
画
化
さ
れ
る
際
に
は
こ

の
「
倣
慢」
と
「
快
楽」
の
相
関
は
意
識
し
て
構
想
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る。

子
や
右
手
を
胸
に
当
て、
背
筋
を
伸
ば
し
て
鏡
を
か
ざ
す
彼
女
の
ポ
l

ズ
は

む
し
ろ
リ
ヨ
ン
の
作
品
（
図
3）
に
近
い
と
い
え
る。

悪
徳
が
成
立
し
註泊三

と
言
う
の
は
こ
の
二
者
に
「
食
欲」
が
加
わ
れ
ば
異
教
信
仰
に
関
わ
る
三
大

す
ぐ
下
の
注
解
の
段
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
l

ル
が
こ
の

そ
の
息
子
ア
ビ
メ
レ
ク
は、
緑
の
長
衣
を
ま
と
う
王
子
の
如
き
風
貌
で、

「
食
欲」
を
具
体
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る。

一
見
で
は
「
倣
慢」
（
ス
ー

パ
ー
ビ
ア）
の
寓
意
像
を
想
起
さ
せ
る。
「
倣
慢」

下
段
の
銘
文
で
は、
上
段
の
聖
句
を
こ
う
注
釈
す
る、

パ
ビ
ロ
ン
出
の
反
キ
リ
ス
ト

を
王
に
し、
彼
に
快
楽
と
富 、
権
力
を
与
え
た、

ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は

は
パリ
や
ア
ミ
ア
ン
の
大
聖
堂
の
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア』
で
は、
プ
ル
デ
ン
テ
ィ

ウ
ス
の
詩
に
基
ず
い
て、
誇
り
高
い
駿
馬
か
ら
落
馬
す
る
姿
で
表
現
さ
れ
て

い
る。
従
っ

て
当
写
本
の
娼
婦
の
息
子
は
「
倣
慢」
そ
れ
自
体
の
寓
意
像
で

こ
れ
を
拝
む
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
は
不
信
心
の
人
間
で
あ
る
と。
ミ
ニ
ア
チ
ュ
l

ル
は
上
段
に
準
じ
た
構
図
を
と
り、
左
半
分
に
デ
ー

モ
ン
の
足
を
も
っ
反
キ



リ
ス
ト

が
パ
ビ
ロ
ン
の
街
を
背
景
に
し
て
立
ち、
こ
れ
を
尖
り
帽
の
ユ
ダ
ヤ

人
が
銭
袋
を
も
っ

て
崇
め
て
い
る。
反
キ
リ
ス
と
共
に
画
中
の
中
心
人
物
と

し
て
描
か
れ
た
こ
の
ユ
ダ
ヤ
人
は、
銭
袋
を
持
物
と
し
て
い
る
か
ら
典
型
的

な
「
貧
欲」
の
寓
意
像
で
も
あ
る。
銭
袋
は
画
面
の
右
端
に
も
う一
度
現
れ、

ユ
ダ
ヤ
人
の一
人
が
そ
れ
を
祭
壇
の
な
か
で
握
り
し
め
て
い
る。
黄
金
へ
の

執
着
と
崇
拝
は
偶
像
の
礼
拝
に
等
し
い
こ
と
を
表
す
も
の
と
理
解
さ
れ
よ
う。

上
段
の
『
士
師
記』
の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
l

ル
で
は
「
快
楽」 、
下
の
「
注
解」

段
で
は
「
食
欲」
が
絵
画
表
現
の
要
に
な
っ

て
い
る
が、
聖
書
と
そ
の
注
釈

の
テ
キ
ス
ト

を
絵
固
化
す
る
に
当
た
っ

て、
大
聖
堂
の
彫
刻
や
ス
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
に
よ
る
モ
ニ
ュ
メ
ン
タ
ル
な
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア』
の
図
像
が
大
き
く
関

図1 1 「主の審問」
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わ
っ

て
い
た
と
想
像
さ
れ
る。

「
快
楽」
と
「
貧
欲」
の
組
み
合
わ
せ
は
同
じ
写
本
の
な
か
に
も
う一
度

現
れ
て
い
る
（
図
日）。
上
段
は
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
美
術
の
伝
統
を
残
す
図
像

で
あ
っ

て、
原
罪
の
場
面
に
次
ぐ

創
造
主
の
「
審
問」
な
い
し
は
「
裁
き」

の
段
の
表
現
で
あ
る。
銘
文
は、
神
が
二
人
の
罪
を
答
め
る
と、
ア
ダ
ム
は、

禁
じ
ら
れ
た
果
物
を
「
女
が、
木
か
ら
取
っ

て
与
え
た
の
で、
食べ
ま
し
た」

（『
創
世
記』
三
・一

二）
と
弁
明
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
い
る。

下
の
段
で
は
こ
の
箇
所
を
次
の
よ
う
に
「
注
解」
し
て
い
る。
「
神
が
罪

人
ら
に
向
か
っ

て
問
い
詰
め
る
と、
彼
ら
は
こ
う
言
い
逃
れ
を
す
る、
主
よ、

私
ど
も
は
情
欲
や
悪
徳 、
自
己
破
滅
的
な
こ
と
を
始
め
数
々
の
罪
を
是
非
も

な
く
重
ね
て
し
ま
う、
そ
ん
な
ご
時
世
に
生
き
て
い
る
の
で
す
か
ら」。
そ

（三）

の
ミ
ニ
ア
チ
ュ
l

ル
は
上
段
に
合
わ
せ
て
左
に
怒
り
の
神
を、
右
半
分
に

「
言
い
逃
れ
を
す
る」
男
た
ち
を
描
い
て
い
る。
そ
の
先
頭
に
立
つ
赤
い
長

衣
の
男
は、
ひ
と
際
小
さ
な
垂
髪
の
女
を
左
の
腕
に
抱
え
る
よ
う
に
し
て
立つ

て
い
る。
こ
の
痩
身
の
小
さ
な
女
は
黄
色
の
コ
ッ
ト

に
身
を
包
み、
右
手
に

は
丸
鏡
を
も
っ

て
覗
き
こ
み、
左
手
を
胸
に
当
て
る。
リ
ヨ
ン
の
テ
ン
ド
グ

ラ
ス
（
図
3）

を
思
わ
せ
る
「
快
楽」
の
女
で
あ
り、
そ
の
女
が、
神
に
強

弁
す
る
男
の
持
物
と
し
て
添
え
ら
た。

彼
女
の
背
後
に
は、
こ
れ
も
幼
児
の
よ
う
な
倭
小
な
デ
ー

モ
ン
が
い
て、

も
う一
人
の
男
の
腕
に
乗
っ

て
い
る。
男
の
手
に
は
銭
袋
も
あ
る
か
ら、
彼

は
悪
徳一
般
と、
取
り
分
け
不
信
心
に
直
結
す
る
「
食
欲」
の
罪
の
人
間
と

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う。



員
潔
と
慈
愛
が
信
仰
に
向
か
う
二
大
要
件
と
さ
れ
た
こ
と
は、
パ
リ
の
大

聖
堂
の
『
プ
シ
コ
マ
ッ

キ
ア』
の
配
置
順
か
ら
も
理
解
さ
れ
た
が、
こ
の
二

つ
の
美
徳
に
対
応
す
る
悪
徳
が
快
楽
と
食
欲
で
あ
る。
「
快
楽」
の
寓
意
像

は
頻
繁
に
「
食
欲」
を
伴っ
て
現
れ、
信
仰
の
否
定
・

偶
像
崇
拝
の
シ
ン
ボ

ル
と
な
っ
た
の
で
あ
る。

ウ
ィ
ー
ン
本
の
『
ビ
l

プ
ル
・

モ
ラ
リ
ゼ』
に
見
た
二
人
の
「
快
楽」
の

女
（
図
叩、
日）
は
モ
ニュ
メ
ン
タ
ル
な
表
現
の
パ
リ
や
リ
ヨ
ン
の
ス
テ
ン

ド
グ
ラ
ス
の
時
と
違
っ
て、
頭
上
に
冠
を
付
け
た
盛
装
の
傾
国
で
は
な
い。

ミ
ニ
ア
チュ
l

ル
で
は
長
い
編
み
毛
の
市
井
の
女
で
あ
っ
て、
も
う
一
つ
の

『
ア
ム
ノ
ン
と
タ
マ
ル』
（
図
8）
の
場
合
も
含
め
て、
巷
の
遊
び
女
を
イ
メ
l

ジ
し
て
描
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に、
肉
的
な
放
縦

は
食
欲
の
悪
行
と
と
も
に
当
時
の
社
会
の
現
実
的
問
題
で
あ
っ
た。

十
三
世
紀
の
第
二
の
四
半
世
紀
ご
ろ、
こ
う
し
た
情
況
の
な
か
で
「
快
楽」

は
他
の
悪
徳
の
寓
意
表
現
と
共
に、
単
な
る
象
徴
的
な
表
現
を
脱
し、
そ
の

意
味
が
現
実
味
を
帯
び
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
具
体
的、
直
喰
的
な
表
現
が
追

求
さ
れ
て
い
た。
次
章
で
触
れ
る
シ
ャ

ル
ト

ル
大
聖
堂
や
ア
ミ
ア
ン
大
聖
堂

の
レ
リ
ー

フ
の
『
快
楽』
（
図
4）
に
見
る
よ
う
に、
鏡
を
も
っ
た
「
快
楽」

の
女
の
前
に
一
人
の
男
が
現
れ
て
抱
擁
し、
接
吻
も
す
る、
と
い
う
群
像
形

式
に
よ
る
直
喰
的
な
「
快
楽」
は、
こ
の
時
代
の
表
現
意
志
に
即
し
た
表
現

で
あ
る
と
言
え
よ
う。

神
の
「
審
問」
の
段
に
現
れ
た
「
快
楽」
（
園
口）
は
パ
リ
の
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
の
な
か
で
の
よ
う
に
椅
子
に
掛
け
る
こ
と
は
し
て
い
な
い。
背
後
の

小
さ
な
「
食
欲」
の
ス
ケ
ー

ル
に
合
わ
せ
れ
ば、
座
り
ポ
l

ズ
も
あ
り
得
た

は
ず
だ
が、
彼
女
が
立
ち
姿
で
あ
る
の
は
こ
う
し
た
新
し
い
群
像
形
式
の

「
快
楽」
の
影
響
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る。

註

1 

本
論
は
『
中
世
美
術
の
な
か
の
「
放
縦」
｜

ヴ
ァ

ニ
タ
ス
表
現
の
い
ち
プ
ロ
ト

こ
（
愛
知
県
立
芸
術
大
学
紀
要

Z0・M（）
5
8
年）
に
続
く

タ
イ
プ
と
し
て 、

第
二
篇
で
あ
る 。
前
編
で
は
四
世
紀
末
に
著
さ
れ
た
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
『
プ

シ
コ
マ
キ
ア』
に
登
場
す
る
寓
意
的
な
悪
徳
の
女
性
像
「
ル
ク
ス
リ
ア
「口同ロ
ユ釦」

を
他
の
七
種
の
悪
徳
の
意
味
関
速
か
ら
「
放
縦」
と
訳
し
た
（
紀
要
日

目 、
日

初
頁
参
照） 0

本
篤
で
は 、
こ

れ
を
十
二
世
紀
以
後
の
意
味
展
開
に
着
目
し
て

「
快
楽」
に
改
め
て
用
い
る
こ
と
と
し
た 。

（白）

2 

パ
リ
の
ノ
l
ト

ル
・
ダ
ム
大
聖
堂、
西
正

面
の
中
央
扉
口
で
は
中
央
柱
に
キ
リ

ス
ト

像
を
置
き 、
十
二
の
プ
シ
コ
マ
キ
ア
の
レ
リ
ー

フ
は
こ
の
像
を
中
心
に
し
て 、

そ
の
両
側
の
壁
面
に
六
組
ず
つ
配
置
さ
れ
て
い
る 。
キ
リ
ス
ト

の
右
手
側
に
は
内

側
か
ら
「
信
仰
｜

偶
像
崇
拝」 、
「
希
望
丁

絶
望」 、
「
慈
愛
l

食
欲」 、
「
貞
潔

快

楽」 、
「
賢
慮
l

狂
気」 、
「
謙
遜

倣
慢」 、
左
手
側
は
内
側
か
ら
「
勇
気

臆
病」 、

「
忍
耐
1

短
気」 、
「
柔
和
l

苛
酷」 、
「
和
合
｜

不
和」 、
「
服
従
l

反
抗」 、
「
堅
忍

移
り
気」 。

こ
の
配
列
意
図
に
つ
い
て
は 、
右
手
側
は
「
信
仰
・

希
望
・

慈
愛」
の
三
神
学

徳
に
始
ま
り 、
第
四
位
の
「
貞
潔」
を
挟
ん
で
（
註
3

参
照）
四
枢
要
徳
の
前
半

の
「
賢
慮
・

謙
遜」
が
こ
れ
に
続
く 。
左
手
側
は
先
ず
四
枢
要
徳
の
後
半
の
「
勇

気
・

忍
耐」
に
始
ま
り 、
こ
の
後
に
「
柔
和
・

和
合
・

服
従
・

堅
忍」
が
並
ぶ 。



最
後
の
四
美
徳
は
先
行
す
る
八
種
の
補
足
的
観
念
と
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う 。
ヵ
ッ

ツ
ェ
ン
エ
レ
ン
ボ
l

ゲ
ン
は 、
右
手
側
は
人
間
の
個
人
的
な
徳
に
関

す
る
も
の 、
左
手
側
は
社
会
的
な
徳
の
一
覧
で
あ
る
と
解
釈
し 、
こ
の
こ
と
は
右

手
側
の
悪
徳
が
す
べ
て
単
独
像
で
あ
る
の
に
対
し
て 、
左
手
側
が
す
べ
て
複
合
人

物
で
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
（
〉・
問
主N
BE

冊目目。ロゲO肉
g－
k占目白内向。ュ
2
0＼
忌司
S1H
定的
oaa
E円
2
3
3
足
首
SQN

3 。1？
？oロ門戸o
p

司H45
4『
R
E円向日ロ由
辛口
F
H
呂田・
%
頁
以
下）。

「
貞
潔
｜

快
楽」
が
三
神
学
徳
と
四
枢
要
徳
の
聞
に
割
っ

て
入
っ
た
の
は 、

ミ
l

ル
・

マ
l

ル
に
よ
る
と
「
貞
潔
｜

快
楽」
が
神
学
徳
の
「
信
仰
｜

偶
像
崇
拝」

に
直
結
す
る
極
め
て
重
要
な
観
念
で
あ
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
回・
冨
位
タ
ド
ぜ
ユ

－同町
ιh叫H
SH

n出Z
M
自由
由FU口
Z
S
P田口口
p

pw吋F
P
HU日∞ 、
山
頁
以
下） 。
こ

の
解
釈
は 、
既
述
の
よ
う
に
「
偶
像
の
崇
拝
は
姦
淫
の
始
め」
（『
ソ
ロ
モ
ン
の
知

恵』
十
四
・

十一
）
等
の
聖
句
に
関
係
ず
け
る
伝
統
的
な
解
釈
で
あ
り 、

後
述
の

よ
う
に 、
肉
的
な
快
楽
の
姦
淫
は
信
仰
否
定
に
つ
な
が
る
最
大
の
要
因
と
さ
れ
た

時
代
で
あ
っ
た 。

他
方 、
カ
ッ

ツ
ェ
ン
エ
レ
ン
ボ
l

ゲ
ン
は
異
説
を
と
り 、
こ
れ
を
悪
徳
の
意
味

関
連
か
ら
説
明
す
る 。
即
ち
キ
リ
ス
ト

の
右
手
側
の
第一
位
の
「
偶
像
崇
拝」
と

第
六
の
「
倣
慢」
の
両
者
は
偽
善
の
最
た
る
も
の
で
あ
っ

て 、
こ
の
二
つ
の
危
険

を
犯
す
者
は
「
絶
望」
（
第
二）
と
「
狂
気」
（
第
五）
に
陥
り 、

以
上
四
種
の
昏

迷
倒
錯
は
必
然
的
に
「
食
欲」
（
第
三）
と
肉
的
な
「
快
楽」
（
第
四）
と
い
う一一

大
欲
望
に
至
る 、
と
の
コ
ン
セ
プ
ト

を
具
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る

（kp・
州内田許
認
g－H
Sσom
gd
先
掲
書布
頁
以
下）。

こ
の
解
釈
は
悪
徳
を
二
つ
組
で
展
開
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
が 、
と
り
わ Zニ

け
「
快
楽」
と
「
食
欲」
と
の
二
大
欲
の
ぺ
ア
I

は
以
後
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る 。

一
方 、
レ
リ
ー
フ
の
表
現
を
見
る
と 、
第一
と
第
六
の
悪
徳
は
内
側
に
向
か
っ
て

ポ
ー

ズ
し 、
第
二
と
第
五
は
外
側
に
向
か
う
動
き
を
示
し
て
カ
ッ

ツ
ェ
ン
エ
レ
ン

ボ
l

ゲ
ン
の
二
組
説
に
合
致
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る 。
同
じ
組
み
合
わ
せ
は
も

う一
方
の
六
悪
徳
の
表
現
に
も
観
察
さ
れ 、
カ
ッ

ツ
ェ
ン
エ
レ
ン
ボ
1

ゲ
ン
の
分

析
は
当
を
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る 。

4 
マ
！

ル
は
十
八
世
紀
の
修
復
時
に
金
星
神
ヴ
ィ
ー

ナ
ス
と
混
同
さ
れ
た
結
果
で

あ
る
と
す
る
（
回・
冨P
F
先
掲
書
m
頁） 。
こ
の
レ
リ
ー

フ
を 、

不
正
の
秤
を
つ

か
う
「
不
正」
の
寓
意
像
と
す
る
向
き
も
あ
る
が 、
プ
シ
コ
マ
キ
ア
の
表
現
史
か

ら
見
て 、
「
貞
潔」
の
パ
ー
ト

ナ
ー

に
「
不
正」
な
る
も
の
が
据
え
ら
る
こ
と
は

「齢
、
。

ゅん ‘
’u

5 

ζhw－∞
 
先
掲
書
m
頁

（孟）

6 

ロ印。
頃 、
パ
リ
国
立
美
術
館
蔵
の
画
帳
の
な
か
の 、

若
い
た
か
狩
り
の
男
女
を

描
い
た
ス
ケ
ッ

チ 。

7 
O
E
Z
2
5∞
号
「0
3
F
NNO
SQ3

門出町
内Q
同
E句、
44・印MH’
g∞
か
ら
抜

粋
引
用 。

8 

民
族
大
移
動
の
頃
か
ら
十一
世
紀
に
か
け
て
は
鏡
を
描
い
た
絵
画
も
ま
た
実
物

の
鏡
も
残
っ

て
い
な
い 。
丸
形
で
凸
面
の
鏡
が
現
実
に
出
現
す
る
の
は
十
二
世
紀

に
入
っ

て
か
ら
で
あ
る 。

9 
。・『－
EZ
E
5・
NOR守司
之内

？宮町内向目的・
G
S
E
与な忠
良
砕丸町
E
sh

10 
門出g
Nv
kh司目的
S
門出向可
同
sa－
冨ロロロロF
8
5
戸
お
頁。

ギ
リ
シ
ャ

時
代
の
鏡
に
は
ブ
ロ
ン
ズ
の
丸
鏡 、
こ
れ
に
把
手
を
つ
け
た
手
鏡 、

そ
れ
に
台
を
付
け
た
置
き
鏡
の
三
種
の
型
が
あ
っ
た 。
エ
ト

ル
ス
ク
の
鏡
は
こ
れ



に
倣
っ

て
い
る。
前
回、
三
世
紀
の
蓋
っ
き
鏡
に
は
豊
か
な
線
刻
や
レ
リ
ー

フ
の

亡
き
息
子
と
死
の
国
の
人
々
を
描
い
た
場
面
に
次
の
よ
う
な
文
字
を
添
え
た、

装
飾
が
施
さ
れ、
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
の
外
に
ア
ド

ニ
ス
や、
ゼ
ウ
ス
が
恋
し
た
ウ
ロ

「
天
上
で
お
前
は
神
々
と
戯
れ、
エ
ロ
ス
と
ふ
ざ
け
合
い、
ヒ
ュ
メ
l
ン
と
悦
楽

ぺ
l 、

ボ
レ
ア
l

ス
に
誘
拐
さ
れ
た
エ
l
レ
イ
テ
ュ
イ
ア、
あ
る
い
は
ま
た
ニ
ン

に
耽
り：：：」
（凹・
4〈
旨
門y
p凶m
EM
BFm芯ロ
2
5
吾申
吋
8
3師団匝ロロタ

フ
の
物
語
な
ど、
好
ん
で
エ
ロ
ス
的
な
主
題
の
神
話
が
描
か
れ
て
い
る。

5
2・
純
頁
（『ル
ネ
サ
ン
ス
の
異
教
秘
儀』
田
中
英
道
外
訳
品
文
社

制
頁
か

1 1  
ギ
リ
シ
ャ

で
は
地
下
に
あ
っ
た
死
者
の
国
が
エ
ト

ル
ス
ク
で
は
天
界
の
楽
園
に

ら
引
用）

変
わ
る
が、
こ
れ
に
は
オ
リ
エ
ン
ト

の
影
響
が
関
わ
っ

て
い
た
よ
う
で
あ
り、
こ

16 

d『・司ロユ
4品ロ向日目円・
UZ
E
S
仏国凹
寸O島
2
5
門戸申ロ
富
三
宮ロ
ロロ門戸

関口ロ白
E
gw
B
丘四
百
円回
向
。巴
R
Z
P
同∞
g、
ml
獅
頁
（凶・
45ロP
先
掲

の
こ
と
を
具
示
す
る
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る。
同
じ
系
統
の
鏡
の
義
飾
の
例
に、

死
の
国
の
ニ
ン
フ
で
タ
ー

バ
ン
を
巻
き、
オ
リ
エ
ン
ト

風
な
着
衣
を
付
け
た
表
現

書
揃
頁）
参
照。

が
あ
る。
（0・
E
S
EN－

凶JZ
2N
R
SN
守
丘町師、
b・白肺忠
弘いて
S
』向いてHFON
ohいて

17  
。・
吋同
月
吾E－y
先
掲
書
間
以
下
参
照。

た
だ
し
「
主
の
栄
光
を
鏡
に
映
す
よ
う
に
み
つ
つ」
（『
コ
リ
ン
ト

の
信
者
へ
の

12 
S門出
Q1npa
sN
ohuF
54∞、
図叩
の
作
品）

同
じ
系
統
の
鏡
の
装
飾
に、
抱
擁
す
る
ニ
ン
フ
が
享
楽
の
り
ん
ご
を
差
し
出
し

手
紙
一』
三
・

一
八）
及
び
「
今
は、
鏡
に
お
ぼ
ろ
に
映っ
た
も
の
を
見
て
い
る」

18 

て、
死
者の
男に
求
愛
す
る
情
景
も
見
ら
れ
る。
（。・
〉Z釦
gp
前
掲
書
刊M
の

（云）

（『
コ
リ
ン
ト

の
信
者
へ
の
手
紙
一
一』
一
三
・

二
O）
に
つ
い
て
は
様
々
な
解
釈

作
品）

が
あ
り、
鏡
を
神
の
不
完
全
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
隠
喰
と
す
る
も
の、
或
い
は
現
実

13 

婚
礼
の
水
浴
の
場
面
で、
鏡
と
櫛
棒
を
も
っ
た
裸
の
ニ
ン
フ
が
中
腰
で
鏡
を
覗

と
未
来
の
対
立
を
象
徴
す
る
終
末
論
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
関
係
ず
け
る
も
の
な
ど

き、
そ
の
前
方
に
ア
フ
ロ
デ
ィ

テ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
鳩
と、
後
方
に
白
鳥
が
控

多
様
で
あ
る。
バ
ル
ト

ル
シ
ャ

イ
テ
ィ

ス
『
鏡』
図
書
刊
行
会

谷
川
渥
訳
109 

え
て
い
る。
（0・〉Z曲
EP
前
掲
書
仰
の
作
品）

頁
以
下
参
照。

14 

玄
gbo
円四四
宮
〈ロ
F
O
E－岡田
収
蔵
（冨－
P向。吋伯仲
F
KA可H
R
RCHNU
R
Tua

a
g
N円－H
E
2
59
捌
の
作
品）。
な
お
有
翼
の
ニ
ン
フ
は、
ギ
リ
シ
ャ

時
代
に
は

死
者
の
魂
を
運
ぶ
ハ
ル
ピ
ュ
イ
ア
（
有
翼
で
人
面
を
持
つ
烏
ま
た
は
乙
女）
か
ら

貴
婦
人』、
十
五
世
紀
末。

19 

こ
の
象
徴
に
つ
い
て
は
戸
冨b
u 、
先
掲
書
叩
頁
以
下
に
詳
し
い。

20 

例
え
ば
パ
リ、
ク
リ
ュ
l

ニ
l

美
術
館
蔵
の
タ
ピ
ス
リ
i

『
一
角
獣
を
連
れ
た

出
た
も
の
で
あ
っ

て、
ェ
ト

ル
ス
ク
の
装
飾
に
は
こ
の
鏡
を
手
に
し
た
ニ
ン
フ・

21 

ジ
オ
ッ
ト

に
よ
る
パ
ド
ヴ
ァ

の
ス
ク
ロ
ヴ
ェ
i

ニ
礼
拝
堂
C
g
p
e
左
壁
面 、

ハ
ル
ピ
ュ
イ
ア
が
頻
繁
に
現
れ
る。

さ
ら
に
そ
の
助
手
に
よ
る
ア
ッ
シ
I
ジ
の
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
聖
堂、
下
堂

15  
フ
ィ
ロ
ス
ト
ラ
ト

ス
（
二

世紀中
頃
｜

三
世紀）
の

『図像集』
9
z
g
a
g
zp

交
差
部
ヴ
ォ
1

ル
ト

の
フ
レ
ス
コ
の
「
賢
明」
の
寓
意
像
は
コ
ン
パ
ス
と
天
球
儀

国FWOロ田町し
第
一
巻
二
の
既
述
に
次
の
よ
う
に
あ
る。
ヒ
メ
リ
ウ
ス
は
自
分
の

に
加
え
て
丸
鏡
を
持
物
と
し
て
い
る。



22 

「
蛇
の
よ
う
に
賢
く、

鳩
の
よ
う
に
素
直
に
な
り
な
さ
い。

人
々
を
警
戒
し
な

さ
い。」
『
マ
タ
イ
伝』
一
0
・

二ハ。

23 

楯
と
鏡
の
聞
の
こ
の
種
の
互
換
性
は
古
代
か
ら
存
在
し、

プ
リ
ニ
ウ
ス
に
よ
る

と、

神
殿
に
奉
納
さ
れ
た
鏡
の
な
か
に
は
ト
ラ
キ
ア
人
の
楯
と
よ
く
似
た
形
の
鏡

が
あ
っ
た
と
い
う
（『
博
物
誌』
第
三
十
三
巻、

四
十
四）。

ま
た
ア
リ
ス
ト

パ
ネ

ス
の
『
ア
カ
ル
ナ
イ
の
人

』々
の
中
に、

青
銅
の
丸
い
楯
の
表
面
に
兵
役
を
忌
避

し
た
老
人
の
姿
が
映
っ

て
見
え
る、

と
い
う
意
味
の
台
調
が
記
さ
れ
て
い
る。

24 

『
ヴ
ル
キ
の
壷』
（
盃
の
中
に
信
託
を
よ
む
ア
ル
テ
ミ
ス）、

紀
元
前
五
世
紀
後

半、

ベ
ル
リ
ン
美
術
館。
（
。
江申口
F
Z
Z
〈
B
S
E
E
R－
回申吋H
U・
50
P
回
門戸

一
－
〉σσ・
瑚
参
照）

25 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
神
の
国』
巻
七、

第
三
十
五
章。

26 

下』
一
三
・一

八
に
長
袖
の
白
い
衣
は、

玉
の
姫
た
ち
が
処

『
サ
ム
エ
ル
記

女
で
あ
る
時
に
着
用
す
る
も
の
と
あ
る。

27 

『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録』
の
著
者
に
と
っ

て、

七
つ
の
頭
を
持
っ

た
獣
は
七
つ
の

丘
か
ら
成
る
ロ
l

マ
の
都
を、

女
が
ま
と
う
赤
い
衣
は
そ
れ
の
王
権
を
象
徴
し
て

い
た。
そ

し
て
「
多
く
の
民
族 、

群
衆、
園 、

国
語」
を
象
徴
す
る
「
多
く
の
水」

は
河
川
・

運
河
の
上
の
栄
え
た
町
パ
ピ
ロ
ン
で
あ
る
と
同
時
に、

ロ
ー

マ
を
も
意

味
し
て
い
た。

そ
の
上
に
座
っ
た
女
の
「
淫
行」、
「
売
淫」
は
後
述
の
よ
う
に
旧

約
の
預
言
者
た
ち
以
来、

偶
像
の
崇
拝
に
結
び
つ
く
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る。

28 

「
快
楽」
「
食
欲」
「
倣
慢」
の
三
悪
徳
の
組
み
に
つ
い
て
は
後
出
の
イ
タ
リ
ア

の
サ
セ
ッ

タ
の
作
品
の
項
を
参
照。

（芸）


