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序　

聖
俗
の
分
断
　

―
　

宗
教
改
革
と
美
術

イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム

　

二
〇
一
七
年
は
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
で
あ
り
、
世
界
の
各
地
で
こ
れ
を
記
念
し
、
再
考
す
る
催
し
が
行
わ
れ
た
。
宗
教

改
革
は
、
そ
の
直
前
に
起
こ
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
と
と
も
に
、
近
代
の
幕
開
け
を
告
げ
る
大
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
ま
た

西
洋
美
術
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
り
、
そ
の
方
向
性
を
大
き
く
変
え
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
）
1
（

る
。

　

人
間
の
歴
史
に
は
と
き
に
戦
争
以
外
に
恐
る
べ
き
文
明
破
壊
が
見
ら
れ
る
が
、
有
史
上
、
大
規
模
な
そ
れ
は
三
度
ほ
ど

起
こ
っ
た
。
一
つ
目
は
八
世
紀
に
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
で
皇
帝
レ
オ
ン
三
世
に
よ
っ
て
聖
像
禁
止
令
（
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
）が
公

布
さ
れ
、
帝
国
内
の
膨
大
な
聖
像
が
破
壊
さ
れ
た
こ
と
。
聖
像
（
イ
コ
ン
）は
偶
像
に
あ
た
る
と
し
、
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
イ
コ
ン
は
神
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
神
を
見
る
窓
に
す
ぎ
な
い
た
め
、
偶
像
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
聖

像
擁
護
論
も
生
ま
れ
、
帝
国
を
二
分
す
る
激
し
い
論
争
に
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
初
期
の
貴
重
な



002

キ
リ
ス
ト
教
美
術
が
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
二
つ
目
が
こ
れ
か
ら
述
べ
る
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
、
三
つ

目
が
二
〇
世
紀
の
社
会
主
義
革
命
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
と
き
に
も
古こ

刹さ
つ

や
修
道
院
が
破
壊
さ
れ
た
が
、
ロ
シ
ア
革

命
と
中
国
の
文
化
大
革
命
は
さ
ら
に
徹
底
的
に
宗
教
美
術
を
否
定
し
、
大
規
模
な
文
化
財
破
壊
を
引
き
起
こ
し
た
。
日
本

で
も
、
明
治
維
新
後
の
廃
仏
毀
釈
で
は
、
神
仏
分
離
令
に
よ
っ
て
多
く
の
寺
院
や
仏
像
が
略
奪
や
破
壊
に
さ
ら
さ
れ
、
多

数
の
貴
重
な
文
化
財
が
消
失
し
、
あ
る
い
は
海
外
に
流
出
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
文
化
財
や
芸
術
を
破
壊
す
る
こ

と
を
ヴ
ァ
ン
ダ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
と
よ
）
2
（

ぶ
。
二
〇
〇
一
年
に
起
こ
っ
た
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
の
タ
リ

バ
ン
に
よ
る
バ
ー
ミ
ヤ
ン
石
窟
の
爆
破
は
、
近
年
の
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
も
っ
と
も
痛
ま
し
い
事
例
で
あ
る
。

　

イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
の
多
く
は
宗
教
上
の
理
由
か
ら
起
こ
る
が
、
政
治
的
な
要
因
や
個
人
的
な
事
情
で
な
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
。
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
国
立
美
術
館
に
飾
ら
れ
て
い
る
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
《
夜
警
》（
図
1
）は
一
九
一
一
、
七
五
、
九
〇

年
と
三
度
も
暴
漢
に
切
り
つ
け
ら
れ
た
り
硫
酸
を
か
け
ら
れ
た
り
し
た
が
、
そ
れ
は
美
術
史
上
の
名
作
や
オ
ラ
ン
ダ
の
国

宝
と
い
う
権
威
に
対
す
る
反
発
か
ら
行
わ
れ
た
の
だ
っ
）
3
（

た
。
絶
対
的
に
権
威
が
あ
り
、
ま
た
誰
も
が
称
賛
し
て
き
た
よ
う

な
作
品
に
対
し
て
は
、
必
ず
反
発
を
抱
く
人
間
が
お
り
、
と
き
に
そ
れ
を
破
壊
し
た
く
な
る
衝
動
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が

た
ま
た
ま
宗
教
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
口
実
を
得
る
と
、
民
衆
の
鬱
憤
の
は
け
口
に
も
な
り
、
大
規
模
な
破
壊
運
動
に
発
展

し
て
し
ま
う
の
で
あ
）
4
（

る
。

　

今
か
ら
お
よ
そ
五
〇
〇
年
前
に
起
こ
っ
た
宗
教
改
革
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
文
主
義
の
延
長
で
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
間
の
生
活
と
調
和
し
、
個
人
の
現
世
の
幸
福
を
祝
福
す
る
も
の
と
な
っ
た
が
、

そ
の
た
め
に
中
世
に
く
ら
べ
て
教
会
や
聖
職
者
の
権
威
が
低
下
し
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
を
正

し
、
本
来
の
信
仰
を
合
理
的
に
追
求
し
た
結
果
が
宗
教
改
革
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教
改
革
の
精
神
的
な
始
祖
に
な
っ
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004

た
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
フ
ィ
チ
ー
ノ
の
影
響
に
よ
っ
て
プ
ラ
ト
ン
哲
学
に
福
音
の
先
駆
を
見
出
し
た
典
型
的
な
人
文
主
義
者

で
あ
っ
た
。
宗
教
改
革
の
創
始
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
は
、
教
会
制
度
や
儀
式
よ
り
も
聖
書
を
重
視
し
、
人
は
信
仰
の

み
に
よ
っ
て
救
わ
れ
る
と
し
、
ス
イ
ス
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
古
典
研
究
で
培
わ
れ
た
厳
密
な
テ
キ
ス
ト
解

釈
に
よ
る
聖
書
読
解
に
基
づ
い
て
宗
教
改
革
を
展
開
す
る
。

　

そ
し
て
、
宗
教
改
革
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
円
熟
し
た
人
間
中
心
の
美
術
に
打
撃
を
与
え
た
。
既
存
の
典
礼
や
教
皇
の
権
威

に
疑
義
を
投
げ
か
け
、
宗
教
美
術
に
つ
い
て
も
こ
れ
を
偶
像
視
す
る
に
い
た
っ
た
。
旧
約
聖
書
の
モ
ー
セ
の
十
戒
に
は
、

「
あ
な
た
は
い
か
な
る
像
も
造
っ
て
は
な
ら
な
い
」（
出
エ
ジ
プ
ト
二
〇
章
四
節
）と
明
記
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し

て
、
教
会
に
飾
ら
れ
て
い
た
聖
像
は
、
聖
書
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
偶
像
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

と
く
に
聖
母
マ
リ
ア
は
、
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
そ
の
聖
性
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
世
以
来
、
天
の
女
王

と
し
て
崇
め
ら
れ
、
美
術
の
中
心
で
も
あ
っ
た
聖
母
マ
リ
ア
像
は
格
好
の
破
壊
対
象
と
な
る
。
マ
リ
ア
の
絵
や
彫
刻
を
破

壊
す
る
の
は
、
称
賛
さ
れ
る
行
為
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
）
5
（

る
。

　

ル
タ
ー
は
、
画
像
を
乱
用
す
る
こ
と
を
批
判
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
破
壊
す
る
こ
と
は
逆
に
そ
の
聖
性
を
認
め
る
こ
と
に

な
る
こ
と
、
ま
た
か
つ
て
の
イ
ス
ラ
エ
ル
の
民
の
よ
う
に
、
聖
像
を
破
壊
す
る
こ
と
は
罪
人
や
不
服
従
者
を
殺
す
こ
と
に

つ
な
が
る
こ
と
と
）
6
（

し
、
聖
像
に
比
較
的
寛
容
だ
っ
た
。
「
聖
像
が
危
険
な
の
は
事
実
で
あ
る
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
聖
像
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
し
、
「
聖
像
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
）
7
（

た
。
も
し
聖
像
を
外
的
に
禁

じ
て
も
、
心
が
聖
像
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
り
、
正
し
く
用
い
る
か
ど
う
か
が
重
要
で
あ
っ
て
、
つ

ま
り
彼
に
と
っ
て
聖
像
問
題
は
信
仰
の
自
由
の
問
題
で
あ
っ
）
8
（

た
。

　

し
か
し
、
彼
の
先
輩
で
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
宗
教
改
革
を
指
導
し
た
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
カ
ー
ル
シ
ュ
タ
ッ
ト
は
教
会
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か
ら
聖
像
を
撤
去
す
べ
き
だ
と
し
、
一
五
二
二
年
、
『
図
像
の
排
除
と
、
キ
リ
ス
ト
の
名
の
も
と
に
何
人
も
乞
食
と
な
っ

て
は
い
け
な
い
こ
と
に
つ
い
て
』
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
「
教
会
の
中
に
聖
像
が
あ
る
の
は
正
し
く
な
い
し
、

（
「
汝
他
の
神
々
を
持
つ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
モ
ー
セ
の
）第
一
戒
に
反
し
、
と
く
に
祭
壇
に
、
刻
ま
れ
た
あ
る
い
は
描
か
れ
た

聖
像
が
お
か
れ
て
い
る
の
は
、
一
層
有
害
で
悪
魔
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
聖
像
を
取
り
除
き
、
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
の
権
利
と
判
断
と
を
聖
書
か
ら
与
え
る
こ
と
は
、
善
い
こ
と
で
あ
り
、
必
要
な
、
ほ
む
べ
き
、
み
こ
こ
ろ
に
か

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
冒
頭
で
断
じ
）
9
（

た
。
彼
が
中
心
と
な
っ
て
起
草
し
た
「
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
教
会
規
定
」（
一
五
二

二
年
）の
第
一
三
条
は
「
偶
像
崇
拝
を
避
け
る
た
め
に
教
会
に
お
い
て
聖
像
と
諸
聖
壇
が
撤
去
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

と
）
10
（

し
、
そ
の
一
カ
月
後
に
は
市
の
教
会
の
聖
像
が
取
り
除
か
れ
た
。

　

ま
た
ス
イ
ス
の
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
聖
像
に
厳
し
い
態
度
を
示
し
、
そ
れ
ら
は
信
者
の
集
ま
る
教
会
に
と

っ
て
余
分
な
装
飾
で
あ
る
と
考
え
）
11
（

た
。
も
っ
と
も
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
礼
拝
の
場
以
外
で
の
聖
画
の
私
的
使
用
は
許
容
し
て
お

り
、
『
キ
リ
ス
ト
教
綱
要
』
で
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
は
し
か
し
、
ど
ん
な
像
も
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
ほ
ど

迷
信
的
な
潔
癖
感
に
と
ら
わ
れ
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
彫
刻
や
絵
画
は
神
の
贈
り
物
で
あ
る
か
ら
、
主
御
自
身
の
栄
光

と
我
々
の
幸
福
の
た
め
に
賜
わ
っ
た
も
の
が
転
用
し
た
乱
用
に
よ
っ
て
汚
さ
れ
、
そ
れ
の
み
か
更
に
転
じ
て
我
々
の
破
滅

に
な
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
純
粋
か
つ
正
当
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
）
12
（

る
」
。
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
ネ

ー
デ
ル
ラ
ン
ト
な
ど
、
新
教
国
で
は
、
群
衆
が
教
会
や
修
道
院
を
襲
っ
て
そ
の
財
宝
や
画
像
を
破
壊
す
る
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス

ム
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
。
チ
ュ
ー
リ
ヒ
で
は
一
五
二
三
年
に
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
の
宗
教
改
革
運
動
に
触
発
さ
れ
た
民
衆
が
教

会
に
押
し
入
り
、
片
端
か
ら
祭
壇
や
像
を
打
ち
壊
し
た
（
図
2
）
。
ル
タ
ー
の
本
拠
地
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
は
一
五
二
一

年
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
活
動
し
た
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
は
一
五
三
五
年
に
教
会
が
略
奪
に
遭
っ
て
お
り
、
一
五
三
〇
年
に
は
コ
ペ
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ン
ハ
ー
ゲ
ン
、
一
五
三
四
年
に
は
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
、
一
五
三
七
年

に
は
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
、
一
五
六
六
年
に
は
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン

な
ど
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
で
も
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
が
起
こ
っ
た
。
そ

こ
で
は
、
中
世
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
に
い
た
る
貴
重
な
フ
ラ
ン
ド
ル

絵
画
の
多
く
が
容
赦
な
く
破
壊
さ
れ
）
13
（

た
。
教
会
が
略
奪
に
遭
い
、

数
多
く
の
聖
画
像
が
破
壊
さ
れ
、
灰
燼
に
帰
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
イ
コ
ノ
ク
ラ
ス
ム
を
ド
イ
ツ
で
は
ビ
ル
ダ
ー
シ
ュ
ト
ル
ム

（
像
の
嵐
）と
よ
ぶ
。

　

し
か
も
、
積
極
的
に
像
を
破
壊
し
た
人
々
は
、
そ
の
少
し
前
に

も
っ
と
も
熱
心
に
像
を
崇
拝
し
て
い
た
民
衆
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、

宗
教
改
革
派
の
説
教
に
よ
っ
て
興
奮
し
、
そ
れ
ま
で
信
仰
の
拠
り

所
と
し
て
き
た
も
の
が
否
定
さ
れ
た
衝
撃
と
怒
り
か
ら
、
聖
画
像

を
激
し
く
攻
撃
し
た
の
で
あ
る
。
同
じ
宗
教
的
熱
気
が
、
わ
ず
か

な
き
っ
か
け
で
崇
拝
か
ら
破
壊
に
反
転
し
て
し
ま
う
の
だ
。

世
俗
ジ
ャ
ン
ル
の
隆
盛

　

宗
教
改
革
に
よ
っ
て
、
教
会
か
ら
の
注
文
が
激
減
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
多
く
の
美
術
家
た
ち
は
従
来
の
よ
う
な
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制
作
活
動
は
で
き
な
く
な
る
。
イ
タ
リ
ア
と
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ト
に
倣
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
が
育
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
ド
イ
ツ
で

は
、
多
く
の
巨
匠
が
輩
出
し
て
い
た
が
、
そ
の
美
術
を
少
な
か
ら
ず
変
容
さ
せ
）
14
（

た
。
多
く
の
美
術
家
は
肖
像
画
や
世
俗
的

な
主
題
に
転
向
す
る
。
世
界
最
高
の
祭
壇
画
と
い
わ
れ
る
《
イ
ー
ゼ
ン
ハ
イ
ム
祭
壇
画
》を
描
い
た
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト

や
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
の
市
議
会
議
員
で
あ
っ
た
ド
イ
ツ
最
大
の
彫
刻
家
テ
ィ
ル
マ
ン
・
リ
ー
メ
ン
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
は
、

宗
教
改
革
後
の
農
民
戦
争
に
お
い
て
農
民
側
に
共
感
し
た
ゆ
え
に
追
放
や
拷
問
に
よ
っ
て
制
作
停
止
に
追
い
込
ま
れ
、
シ

ュ
ト
ゥ
ト
ガ
ル
ト
の
画
家
イ
ェ
ル
ク
・
ラ
ー
ト
ゲ
ー
プ
は
農
民
軍
に
加
わ
っ
た
た
め
に
反
逆
罪
で
処
刑
さ
れ
た
。
当
時
の

ド
イ
ツ
で
最
大
の
画
家
で
あ
っ
た
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
は
ル
タ
ー
の
思
想
に
共
感
し
、
一
五
二
六
年
に
《
四
人

の
使
徒
》を
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
市
に
献
呈
し
、
そ
こ
で
自
ら
の
信
仰
告
白
と
異
端
へ
の
警
告
を
画
面
下
部
の
銘
文
に
記
し

た
。
ハ
ン
ス
・
ホ
ル
バ
イ
ン
は
宗
教
改
革
の
先
駆
者
エ
ラ
ス
ム
ス
に
傾
倒
し
て
い
た
が
、
活
動
の
拠
点
で
あ
っ
た
バ
ー
ゼ

ル
が
宗
教
改
革
の
中
心
地
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
た
め
、
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
て
肖
像
画
家
と
し
て
活
動
す
る
道
を
選
ん
）
15
（

だ
。

　

ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
ア
ル
ト
ド
ル
フ
ァ
ー
は
、
一
五
一
九
年
に
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
で
ビ
ザ
ン
ツ
風
の
イ
コ
ン
を
当
世
風

に
表
現
し
た
《
シ
ェ
ー
ネ
・
マ
リ
ア
（
美
し
き
聖
母
）
》を
描
い
た
が
、
そ
れ
は
シ
ナ
ゴ
ー
グ
を
破
壊
し
て
新
た
に
建
て
た
聖

母
教
会
に
祀
ら
れ
、
こ
の
町
に
熱
狂
的
な
巡
礼
熱
を
呼
び
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
、
宗
教
改
革
以
前
の
最
後
の
聖
母
崇
敬
の

高
揚
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
町
に
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
浸
透
す
る
と
、
一
五
二
五
年
あ
た
り
か
ら
人
の
登
場
し
な
い
純
粋

な
風
景
（
図
3
）を
描
い
て
、
風
景
画
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
を
創
始
し
た
。
そ
れ
ら
は
特
定
の
風
景
を
描
写
す
る
近
代
的
な
風

景
画
と
は
異
な
り
、
森
を
神
聖
な
も
の
と
す
る
ド
イ
ツ
的
な
汎
神
論
的
な
世
界
観
を
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
）
16
（

る
。

　

ル
タ
ー
の
友
人
で
あ
り
な
が
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
側
の
パ
ト
ロ
ン
と
も
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
ル
ー
カ
ス
・
ク
ラ
ー
ナ

ハ
は
、
ル
タ
ー
の
改
革
運
動
を
支
援
す
る
版
画
を
制
作
し
、
個
人
礼
拝
用
に
聖
母
像
や
聖
人
像
を
制
作
し
つ
つ
も
、
ヴ
ィ
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え
に
、
そ
の
制
作
に
教
訓
性
や
名
目
が
な
く
な
り
、
エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
へ
の
欲
求
が
表
面
化
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
そ

こ
に
は
イ
タ
リ
ア
的
な
大
ら
か
な
ヌ
ー
ド
と
は
異
な
る
、
隠
微
で
怪
し
い
エ
ロ
ス
が
漂
っ
て
い
る
。
宗
教
改
革
に
よ
る
価

値
観
や
美
意
識
の
混
乱
が
生
み
出
し
た
特
異
な
芸
術
で
あ
っ
た
が
、
近
代
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
魅
力
を
放
つ
よ
う
に
な

っ
）
18
（

た
。

　

一
五
八
一
年
に
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
独
立
を
宣
言
し
た
オ
ラ
ン
ダ
は
、
宗
教
美
術
を
偶
像
と
し
て
否
定
し
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン

派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
中
産
階
級
が
主
流
を
占
め
る
商
業
国
家
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
宗
教
画
を
主
な
仕
事
に
し
て
い

た
画
家
た
ち
は
仕
事
を
失
っ
た
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど
ま
っ
た
ベ
ル
ギ
ー
に
移
住
す
る
者
も
多
か
っ
た
。
ベ
ル
ギ
ー

ー
ナ
ス
や
ル
ク
レ
テ
ィ
ア
と
い
っ
た
異
教

的
で
官
能
的
な
主
題
を
手
が
け
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
五
三
〇
年
代
に
数
多
く
描
か

れ
た
そ
の
女
性
像
（
図
4
）は
、
ド
イ
ツ
に

は
珍
し
く
怪
し
い
官
能
性
に
富
み
、
個
人

の
注
文
に
応
え
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
。
妖
艶
な
裸
体
画
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
に
と
っ
て
も
、
か
つ
て
流
行
し
て
い

た
宗
教
画
に
比
べ
て
危
険
視
さ
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
）
17
（

る
。
つ
ま
り
、
美
術
と
い
う
も

の
が
完
全
に
教
会
と
切
り
離
さ
れ
た
が
ゆ
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の
ア
ン
ト
ウ
ェ
ル
ペ
ン
で
は
、
ド
イ
ツ
出
身
で
イ
タ
リ
ア
で
修
行
し
た
ル
ー
ベ
ン
ス
を
中
心
と
し
て
バ
ロ
ッ
ク
美
術
の
大

輪
の
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

オ
ラ
ン
ダ
で
は
教
会
と
宮
廷
と
い
う
大
パ
ト
ロ
ン
を
失
っ
た
も
の
の
、
海
上
貿
易
で
財
を
な
し
た
新
興
市
民
階
級
が
陶

磁
器
や
織
物
と
と
も
に
絵
画
を
愛
好
し
て
積
極
的
に
収
集
し
、
と
き
に
投
機
の
対
象
と
し
た
た
め
、
膨
大
な
作
品
が
開
放

さ
れ
た
市
場
に
向
け
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
中
で
も
彼
ら
の
好
み
に
応
じ
た
肖
像
画
・
風
俗
画
・
風
景
画
・

静
物
画
と
い
っ
た
現
実
的
で
平
易
な
世
俗
的
な
ジ
ャ
ン
ル
が
隆
盛
を
見
た
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
《
夜
警
》（
図
1
）の
よ
う
な

集
団
肖
像
画
で
名
を
馳
せ
た
。
教
会
に
宗
教
画
を
飾
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
は
い
え
、
個
人
が
邸
宅
に
宗
教
画
を
飾
る



010

こ
と
は
多
か
っ
た
た
め
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
も
っ
ぱ
ら
肖
像
画
で
生
計
を
立
て
な
が
ら
宗
教
画
も
数
多
く
描
い
て
い
る
。

た
だ
、
彼
の
よ
う
に
広
範
な
ジ
ャ
ン
ル
を
こ
な
す
画
家
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
特
化
し
た
画
家
の
ほ
う
が
オ

ラ
ン
ダ
で
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。
人
物
の
表
情
や
し
ぐ
さ
を
生
き
生
き
と
描
写
し
た
フ
ラ
ン
ス
・
ハ
ル
ス
、
室
内
の
光
を

見
事
な
筆
さ
ば
き
で
永
遠
化
し
た
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
や
市
民
生
活
の
活
気
を
描
い
た
ヤ
ン
・
ス
テ
ー
ン
、
田
園
風
景
を
力
強

く
描
い
た
ラ
イ
ス
ダ
ー
ル
や
ホ
ッ
ベ
マ
、
時
計
や
杯
、
ラ
ン
プ
や
髑
髏
な
ど
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
（
虚
栄
）を
象
徴
す
る
事
物
を
淡

い
色
調
で
描
い
た
ヴ
ィ
レ
ム
・
ヘ
ー
ダ
の
よ
う
な
画
家
た
ち
が
輩
出
し
た
。
静
物
画
に
は
、
持
物
を
触
知
的
に
表
現
す
る

だ
け
で
な
く
、
ヴ
ァ
ニ
タ
ス
の
よ
う
に
教
訓
的
な
寓
意
を
表
現
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、
「
最
後
の
審
判
」
を
示

唆
す
る
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
の
《
天
秤
を
持
つ
女
》の
よ
う
に
、
市
民
の
日
常
生
活
を
描
く
風
俗
画
に
も
教
訓
性
が
込
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
目
的
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
世
俗
ジ
ャ
ン
ル
の
う
ち
に
宗
教
性
や
教
訓
性
が
た
く
み
に

隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
）
19
（

る
。
オ
ラ
ン
ダ
絵
画
に
は
一
見
世
俗
的
な
美
術
に
聖
な
る
意
味
が
秘
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
聖

と
俗
が
融
合
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

　

経
済
的
に
頂
点
に
達
し
た
一
六
世
紀
後
半
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
は
こ
う
し
て
美
術
史
上
類
を
見
な
い
ほ
ど
の
黄
金
時
代
を
迎

え
、
科
学
や
哲
学
も
発
展
し
た
た
め
、
一
七
世
紀
を
「
オ
ラ
ン
ダ
の
世
紀
」
と
よ
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

　

彼
ら
に
よ
っ
て
西
洋
の
科
学
技
術
が
鎖
国
下
の
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
て
蘭
学
が
起
こ
っ
た
が
、
日
本
と
の
交
流
が
可
能

と
な
っ
た
の
は
オ
ラ
ン
ダ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
活
動
と
無
縁
の
新
教
国
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
江
戸
期
の
日
本
は
オ

ラ
ン
ダ
を
通
し
て
西
洋
絵
画
を
受
容
し
た
が
、
当
然
の
よ
う
に
そ
こ
に
は
宗
教
的
な
図
像
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
一
六

世
紀
末
に
日
本
で
も
さ
か
ん
に
描
か
れ
た
聖
母
像
な
ど
の
キ
リ
ス
ト
教
絵
画
は
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
て
お
り
、
科
学
的

な
視
点
や
写
実
技
法
ば
か
り
に
注
目
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
洋
風
画
も
従
来
の
絵
画
様
式
を
変
容
さ
せ
て
主
流
と


