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第

章　

闇
の
芸
術
の
誕
生

　

古
代
に
お
け
る
光
の
表
現

　

西
洋
で
は、

絵
画
の
起
源
と
は、

ギ
リ
シ
ア
の
コ
リ
ン
ト
ス
の
町
シ
キ
ュ
オ
ン
の
陶
工
の
娘
が
壁
に
映
っ
た
恋
人
の
横

顔
の
影
を
な
ぞ
っ
た
も
の
を、

父
の
陶
工
が
壺
に
焼
い
た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た。

プ
リ
ニ
ウ
ス
の
伝
え
る
こ
の

「

絵
画
の
起
源」

よ
り
も
古
く
か
ら
絵
画
は
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が、

現
実
の
事
物
を
二
次
元
の
平
面
に
写
し
取
る
に
は、

事
物
が
平
面
に
投
げ
か
け
る
影
を
模
倣
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り、

光
の
作
り
出
す
影
は
人
間
に、

立
体
的
な
事
物
を
平
面

に
移
し
替
え
る
こ
と
を
教
え
た
の
だ
っ
た。

動
物
や
人
物
を
描
い
た
洞
窟
壁
画
な
ど
太
古
の
絵
画
の
ほ
と
ん
ど
が、

シ
ル

エ
ッ
ト
に
似
て
い
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い。

そ
れ
ら
の
う
ち
に
は
実
際
に
影
を
模
倣
し
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う。

　

絵
画
の
誕
生
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
線
で
あ
っ
た。

輪
郭
線
は
そ
れ
だ
け
で
事
物
の
形
を
表
現
で
き
る。

ま
た、

文
字
が
発
明
さ
れ
た
と
き
も
石
や
粘
土
板
に
刻
み
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に、

線
は
顔
料
が
な
く
と
も
刻
み
つ
け
る
こ
と
で
表

す
こ
と
が
で
き、

容
易
に
ど
こ
に
で
も
印
す
こ
と
が
で
き
る。

線
に
よ
っ
て
影
を
な
ぞ
る
こ
と
で、

最
初
の
絵
画
が
生
ま
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れ
た
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う。

　

こ
う
し
て
エ
ジ
プ
ト
で
も
中
国
で
も、

線
描
を
主
体
と
し
た
絵
画
が
発
展
し
た。

ギ
リ
シ
ア
で
は、

様
々
な
物
語
を
壺

に
描
く
こ
と
が
流
行
し
た
が、

人
体
を
影
の
よ
う
に
塗
り
つ
ぶ
す
黒く

ろ

絵え

様
式（
黒こ
く

像ぞ
う

式）
か
ら
背
景
を
黒
く
塗
り
つ
ぶ
す
赤あ
か

絵え

様
式（
赤せ
き

像ぞ
う

式）
に
発
展
し、

人
物
の
表
情
や
衣
装
の
細
部
な
描
写
が
可
能
と
な
っ
た。

赤
絵
で
は、

人
物
の
周
囲
が
塗

り
つ
ぶ
さ
れ、

人
物
の
内
部
を
表
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め、

豊
か
な
表
情
や
複
雑
な
衣え

文も
ん

の
表
現
が
可
能
と
な
っ

た
が、

黒
絵
の
ほ
う
が
そ
の
制
約
ゆ
え
に
高
い
表
現
力
を
も
っ
て
い
た。

　

黒
絵
様
式
を
代
表
す
る
巨
匠
エ
ク
セ
キ
ア
ス
は、

紀
元
前
六
世
紀
半
ば
に
ア
テ
ナ
イ
で
活
躍
し
た
が、

十
数
点
残
っ
て

い
る
作
品
は
い
ず
れ
も
明
快
な
シ
ル
エ
ッ
ト
に
よ
っ
て
堂
々
た
る
構
図
を
示
す。

ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
あ
る《

ア
キ
レ
ウ
ス
と

ア
イ
ア
ス
の
ア
ン
フ
ォ
ラ》
で
は
甲
冑
姿
の
両
雄
が
碁
を
打
つ
情
景
が
描
か
れ
て
お
り、

切
り
詰
め
ら
れ
た
モ
チ
ー
フ
と

簡
素
な
構
成
ゆ
え
に
戦
場
の
緊
迫
し
た
雰
囲
気
が
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
る。

人
物
は
シ
ル
エ
ッ
ト
で
あ
り
な
が
ら
細
か

な
線
描
に
よ
る
文
様
が
施
さ
れ、

装
飾
的
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る。

こ
う
し
た
黒
絵
様
式
の
表
現
は、

事
物
の
立
体
感
や

陰
影
を
施
さ
ず
に
そ
の
本
質
を
表
す
と
い
う
点
で、

東
洋
の
線
描
絵
画
に
近
い
と
い
え
よ
う。

　

そ
し
て、

陰
影
を
施
し
た
様
式
は
紀
元
前
四
八
〇
年
頃
に
始
ま
っ
た
と
い
う。

そ
の
詳
細
は
あ
き
ら
か
で
な
い
が、

こ

の
時
代
に
ゼ
ウ
ク
シ
ス
や
パ
ラ
シ
オ
ス
な
ど
後
世
に
も
名
の
残
る
大
画
家
が
次
々
に
輩
出
さ
れ
て
お
り、

西
洋
絵
画
史
の

中
で
画
期
的
な
発
展
が
あ
っ
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う。

紀
元
前
三
四
〇
年
頃
に
描
か
れ
た
古
代
マ
ケ
ド
ニ
ア
王
国
の

ヴ
ェ
ル
ギ
ナ
の
王
墓
の
壁
画《

ペ
ル
セ
ポ
ネ
の
略
奪》
は、

線
描
で
な
く、

陰
影
に
よ
っ
て
の
み
描
写
す
る
絵
画
が
こ
の
頃

す
で
に
し
っ
か
り
と
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

こ
の
新
た
な
技
法
は、

事
物
の
輪
郭
線
で
は
な
く、

そ
の
陰

影
や
肉
付
け（
モ
デ
リ
ン
グ）
に
よ
っ
て
立
体
感
や
実
在
感
を
表
現
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た。

平
面
で
あ
り
な
が
ら、
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そ
こ
に
空
間
の
奥
行
き
や
立
体
感
を
感
じ
さ
せ
る
効
果
や
技
法
を
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ニ
ズ
ム
と
い
い、

こ
の
虚
構
の
空
間
や

立
体
感
を
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
が、

こ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
期
に
発
明
さ
れ
て
発
展
し
た
と
さ
れ
る。

こ
れ
以
降

今
日
ま
で、

西
洋
で
は
決
し
て
こ
の
技
法
が
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た。

　

こ
れ
に
対
し
東
洋
で
は、

太
古
か
ら
光
と
影
を
描
く
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
く、

線
描
を
重
視
し
続
け、

筆
に
よ
る
表
現
力
は「

筆

法」

と
し
て
絵
画
で
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ、

筆
に

よ
る
線
の
み
で
ヴ
ォ
リ
ュ
ー
ム
や
空
間
を
表
す
こ
と
が
求
め
ら
れ

た。

こ
う
し
た
線
描
様
式
が
高
度
に
洗
練
さ
れ
た
た
め、

一
六
世

紀、

明
代
の
中
国
や
戦
国
時
代
の
日
本
に
西
洋
か
ら
明
暗
様
式
が

伝
わ
っ
た
と
き
も
一
部
の
例
外
を
除
い
て
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な

か
っ
た
の
で
あ
）
1
（
る。

も
っ
と
も、

イ
ン
ド
で
は
肉
付
け
を
表
す
隈

取
り
を
施
す
絵
画
技
法（
繧う
ん

繝げ
ん

彩さ
い

色し
き）
が
発
達
し、

そ
れ
は
唐
時
代

の
中
国
を
経
て
日
本
の
法
隆
寺
金
堂
壁
画
に
も
伝
わ
っ
て
い
る。

　

中
国
で
は
唐
代
盛
期
に、

こ
れ
と
は
別
に
線
描
に
よ
ら
ず、

墨

の
濃
淡
や
塊
の
み
に
よ
っ
て
表
現
す
る
潑は

つ

墨ぼ
く

と
い
う
技
法
が
発
明

さ
れ
た。

こ
れ
は
写
実
を
目
的
と
し
た
も
の
と
い
う
よ
り、

墨
の

は
ね
と
ぶ
偶
発
性
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
だ
が、

線
で
は
な
く
面
に
よ
る
表
現
や
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
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を
水
墨
画
に
導
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た。

そ
の
傾
向
は
北
宋
時
代
に
飛
躍

的
に
発
展
し、

夕
暮
れ
や
薄
明
の
大
気
の
表
現
を
可
能
に
し
た
が、

そ
こ

で
も
影
が
明
瞭
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た。

　

人
間
が
事
物
の
立
体
感
を
知
覚
す
る
の
は
陰
影
だ
け
に
よ
る
の
で
は
な

く、

左
右
二
つ
の
目
に
よ
っ
て
事
物
と
の
距
離
感
を
認
識
す
る
か
ら
だ
が、

陰
影
を
施
し
た
絵
を
見
れ
ば
そ
れ
が
立
体
で
あ
る
と
容
易
に
認
識
で
き
る

の
で
あ
る。

陰
影
を
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
絵
画
は
リ
ア
ル
さ
を
追
求

し、

ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
に
は
広
大
な
空
間
を
と
ら
え
る
風
景
画
が
発
明
さ

れ、

本
物
と
見
ま
が
う
よ
う
な
静
物
画（
ク
セ
ニ
ア）
も
生
ま
れ
た。

ヘ
レ

ニ
ズ
ム
時
代
の
絵
画
は
遺
品
が
少
な
く、

そ
の
全
貌
は
あ
き
ら
か
で
は
な

い
が、

ロ
ー
マ
美
術
に
す
べ
て
継
承
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る。

そ
の

見
事
さ
は
ポ
ン
ペ
イ
に
遺
さ
れ
た
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
絵
画
を
見
れ
ば
瞭

然
で
あ
る。

　

だ
が、

そ
れ
ら
に
は
同
じ
方
向
に
陰
影
が
付
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え、

は
っ
き
り
と
光
源
が
意
識
さ
れ
た
も
の
は
な
く、

強
い
光
を
示
す
表
現
も
見
ら
れ
な
か
っ
た。

た
と
え
ば、

ヴ
ァ
チ
カ
ン
に
あ
る
前
一
世
紀
の《

オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
風
景
画》

は、

人
物
や
岩
山
な
ど
す
べ
て
が
モ
デ
リ
ン
グ
と
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
が、

画
面
を
統
一
す
る
光

の
存
在
は
感
じ
ら
れ
な
い。

一
方、

同
じ
頃
に
描
か
れ
た
ポ
ン
ペ
イ
の
ユ
リ
ア・

フ
ェ
リ
ク
ス
の
家
の
壁
画
は、

古
代
の

ク
セ
ニ
ア
の
写
実
性
を
よ
く
と
ど
め
る
も
の
だ
が、

器
物
が
同
じ
方
向
に
影
を
落
と
し
て
お
り、

光
源
の
存
在
が
意
識
さ



005 第 1章　闇の芸術の誕生

れ
て
い
る。

し
か
し
そ
の
影
は
一
種
の
約
束
事
の
よ
う
に
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て、

事
物
の
写
生
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
い
よ
う
で
あ
る。

　

中
世
に
お
け
る
光
の
探
求

　

ロ
ー
マ
帝
政
末
期
に
な
っ
て
台
頭
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は、

ロ
ー
マ
の
様
式
に
従
っ
て
そ
の
教
義
内
容
を
描
い
た。

共
同

墓
地
で
あ
る
カ
タ
コ
ン
ベ
に
描
か
れ
た《

天
上
の
食
事》
や《

善
き
羊
飼
い》
と
い
っ
た
主
題
は、

す
ば
や
い
タ
ッ
チ
で
人
物

に
モ
デ
リ
ン
グ
を
施
し
て
あ
る
が、

統
一
的
な
空
間
把
握
や
光
の
表
現
は
見
ら
れ
な
い。

ロ
ー
マ
帝
国
が
滅
び、

蛮
族
の

流
入
に
よ
っ
て
混
沌
と
し
た
時
勢
に
な
る
と、

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
で
は
し
ば
ら
く
古
代
の
様
式
が
温
存
さ
れ
た
も
の
の、

絵

画
は
自
然
よ
り
も
次
第
に、

重
要
な
教
義
の
エ
ッ
セ
ン
ス
の
み
を
描
く
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た。

キ
リ
ス
ト
教
は
元
来、

神
の
姿
を
作
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り、

絵
画
も
彫
刻
も
偶
像
崇
拝
に
当
た
る
と
い
う
思
想
を
持
っ
て
い
た
こ
と
や、

ロ
ー

マ
帝
国
崩
壊
後
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
支
配
し
た
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
人
物
表
現
の
伝
統
を
持
た
な
か
っ
た
た
め、

中
世
の
西

洋
に
お
い
て
は
古
代
の
自
然
主
義
的
な
造
形
芸
術
が
衰
退
し
た。

一
方、

神
の
家
で
あ
る
教
会
堂
が
重
要
と
な
り、

そ
れ

を
装
飾
す
る
美
術
が
造
形
活
動
の
中
心
と
な
っ
た。

　

教
会
に
描
か
れ
た
壁
画
や
飾
ら
れ
た
祭
壇
画
は、「

文
盲
の
聖
書」

と
し
て
民
衆
へ
の
教
化
の
重
要
な
手
段
と
考
え
ら

れ、

聖
書
の
物
語
や
聖
人
伝
を
効
果
的
に
伝
え
る
物
語
表
現（
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ）
の
技
術
が
発
展
し
た。

教
会
の
壁
面
を
飾
る

モ
ザ
イ
ク
や
写
本
の
挿
絵
で
は、

人
物
の
肉
付
け
は
最
小
限
と
な
り、

そ
れ
が
し
ば
し
ば
金
地
の
背
景
に
配
さ
れ
て
い
る。

金
は
光
を
反
射
す
る
が、

光
は
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た。

金
地
で
覆
わ
れ
た
モ
ザ
イ
ク
壁
画
は、

薄
暗
い
教
会
の
中
に
あ
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っ
て
も
神
の
栄
光
を
感
じ
さ
せ
る
き
ら
め
き
を
も
た
ら
し
た。

金
地
に
反
射
す
る
光
は
時
間
に
よ
っ
て
刻
々
と
移
り
変
わ

り、

ま
た、

観
者
の
歩
み
や
目
の
高
さ
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た。

画
面
の
内
部
に
光
を
ま
と
う
の
で
は
な

く、

教
会
空
間
に
差
し
込
む
光
が
画
面
の
光
と
な
る
の
で
あ
る。

こ
う
し
た
モ
ザ
イ
ク
壁
画
に
お
い
て
は、

個
々
の
モ
チ

ー
フ
に
施
さ
れ
る
モ
デ
リ
ン
グ
は
最
小
限
に
と
ど
め
ら
れ、

ま
た、

画
面
の
奥
行
き、

つ
ま
り
空
間
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

も
必
要
と
さ
れ
な
か
っ
た。

　

ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
サ
ン
タ
ポ
リ
ナ
ー
レ・

ヌ
オ
ー
ヴ
ォ
聖
堂
の
身
廊
を
飾
る
聖
女
の
行
列
は、

金
地
と
緑
の
背
景
か
ら
く

っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
る
が、

モ
デ
リ
ン
グ
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず、

平
面
的
で
装
飾
的
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る。

同
じ

ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
サ
ン
タ
ポ
リ
ナ
ー
レ・

イ
ン・

ク
ラ
ッ
セ
聖
堂
に
は、

正
面
奥
の
ア
プ
ス（
後
陣）
に
大
き
な《

キ
リ
ス
ト

の
変
容》
の
モ
ザ
イ
ク
が
あ
る
が、

画
面
は
湾
曲
し
た
ア
プ
ス
に
展
開
し
て
い
る
た
め、

そ
れ
だ
け
で
画
面
に
奥
行
き
が

生
ま
れ
て
い
る。

下
部
の
中
央
に
い
る
聖
ア
ポ
リ
ナ
リ
ス
や
子
羊
た
ち
は
平
面
的
で
あ
る
の
に
対
し、

中
央
の
巨
大
な
十

字
架
が
金
地
に
対
し
て
屹
立
し、

ま
さ
に
変
容
の
主
題
に
ふ
さ
わ
し
く
明
滅
す
る。

一
二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀
に
ビ
ザ
ン

チ
ン
の
影
響
下
に
作
ら
れ
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア、

ト
ル
チ
ェ
ッ
ロ
島
の
サ
ン
タ・

マ
リ
ア・

ア
ッ
ス
ン
タ
聖
堂
の
ア
プ
ス
の

モ
ザ
イ
ク
に
お
い
て
も、

フ
ラ
ッ
ト
な
金
地
に
聖
母
子
が
立
つ
の
み
の
単
純
な
構
成
で
あ
り
な
が
ら、

湾
曲
し
た
金
地
の

た
め
に、

聖
母
子
を
取
り
巻
く
空
間
が
変
化
し、

神
秘
的
な
印
象
を
与
え
る。

　

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
サ
ン・

マ
ル
コ
大
聖
堂
は、

五
つ
の
円
蓋
を
い
た
だ
く
ギ
リ
シ
ア
十
字
式
プ
ラ
ン
の
内
部
の
す
べ
て

の
壁
面
が
金
地
の
モ
ザ
イ
ク
に
覆
わ
れ
て
い
る。

一
一
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
ビ
ザ
ン
チ
ン
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の

職
人
が
作
り
上
げ
た
も
の
で、

異
な
る
時
代
の
様
式
が
混
在
し
て
い
る。

ド
ー
ム
の
主
題
は《

イ
ン
マ
ヌ
エ
ル（
幼
児
キ
リ

ス
ト）》《

キ
リ
ス
ト
昇
天》《

聖
霊
降
臨》
な
ど
で
あ
り、

身
廊
内
に
は《

キ
リ
ス
ト
受
難》
が
見
ら
れ
る。

一
三
世
紀
に
西
側
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に
追
加
さ
れ
た
ナ
ル
テ
ク
ス（
列
柱
廊）
の
天
井
に
は
浅
い
小
円
蓋
の
天
井
が
並
び、《

天
地
創
造》《

ノ
ア
の
洪
水》
な
ど

「

創
世
記」

の
主
題
が
描
か
れ
る。

適
度
に
抽
象
化
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ
が
奥
行
き
を
配
し
た
金
地
に
描
か
れ、

単
純
な
異

時
同
図
法
に
よ
っ
て
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
が
ら
も
巧
み
な
説
話
表
現
を
示
し
て
い
る。

イ
コ
ン
か
ら
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
ま
で
様
々

な
主
題
と
内
容
を
含
む
こ
の
モ
ザ
イ
ク
群
は、

広
い
聖
堂
内
を
歩
き
回
っ
て
順
々
に
見
つ
け

て
い
く
も
の
で
あ
る。

こ
の
聖
堂
は
昼
間
で

も
薄
暗
く、

金
地
に
当
た
る
光
は
限
定
的
だ

が、

そ
れ
に
よ
っ
て
観
者
の
移
動
と
と
も
に

見
え
方
が
変
化
し、

異
な
る
画
面
が
次
々
に

目
に
映
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る。

光
は
画
面

を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
が、

画
面
自
体
に
も

そ
の
光
が
宿
る
た
め、

画
中
に
は
光
を
表
現

す
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る。

金
地
の
モ
ザ

イ
ク
は
画
面
外
の
光
を
取
り
込
ん
だ
芸
術
で

あ
り、

光
を
神
と
見
な
す
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
空
間
で
は
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
っ
た。

し
か
も
そ
の
金
地
は
フ
ラ
ッ
ト
で
は
な
く、

湾
曲
し
た
壁
面
に
施
さ
れ、

ま
た
個
々
の
色
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片（
テ
ッ
セ
ラ）
の
凹
凸
が
異
な
る
た
め、

複
雑
な
光
を
放
つ
の
で
あ
る。

　

ゴ
シ
ッ
ク
の
教
会
を
飾
る
色
鮮
や
か
な
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
も、

光
に
よ
っ
て
神
の
姿
や
物
語
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
が、

教
会
に
差
し
込
む
こ
の
光
は
神
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た。

東
正
面
に
設
置
さ
れ
た
薔ば

薇ら

窓
は
聖
母
を
表
し、

教
会
建
築
の

象
徴
性
を
高
め
た。

聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
は、

ガ
ラ
ス
を
透
過
す
る
光
を
人
間
と
な
っ
た
神
の
言
葉
に
た
と
え
た
が、

同

じ
よ
う
に、

窓
ガ
ラ
ス
を
破
壊
せ
ず
に
差
し
込
む
陽
光
は
処
女
マ
リ
ア
に
キ
リ
ス
ト
が
宿
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た。

そ
し
て、

光
が
窓
を
通
っ
て
ガ
ラ
ス
の
色
に
染
ま
る
こ
と
が、

神
が
聖
母
の
腹
を
通
過
し
て
人
間
の
属
性
を
も
つ
こ
と
に

擬
さ
れ
た
の
で
あ
）
2
（

る。

中
世
に
こ
う
し
た
比
喩
が
流
行
し
た
こ
と
は、

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
流
行
と
無
関
係
で
は
な
い
だ

ろ
う。

シ
ャ
ル
ト
ル
や
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
大
聖
堂
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
よ
う
に、「

聖
母
伝」

や「

受
難
伝」

の
よ

う
な
複
雑
な
物
語
を
隣
り
合
う
複
数
の
窓
に
連
続
し
て
展
開
す
る
大
規
模
な
も
の
も
あ
っ
た
が、

そ
れ
ら
は
後
の
フ
レ
ス

コ
壁
画
の
連
作
と
同
じ
く、

大
衆
に
聖
書
の
物
語
を
教
え
る
役
割
を
担
っ
て
い
た。

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
お
い
て
は
光
そ

の
も
の
が
絵
画
を
構
成
し、

す
べ
て
が
光
源
で
あ
る
た
め、

鉛
の
リ
ム
の
生
み
出
す
黒
い
輪
郭
線
と
色
彩
の
差
異
の
み
に

よ
っ
て
モ
チ
ー
フ
が
見
分
け
ら
れ
る。

そ
の
た
め、

明
暗
の
か
わ
り
に
赤
や
青
な
ど
の
色
彩
の
対
比
が
追
求
さ
れ、

装
飾

的
な
効
果
が
生
ま
れ
た
の
だ。

も
っ
と
も、

当
時
の
ガ
ラ
ス
は
着
色
に
用
い
ら
れ
た
金
属
酸
化
物
の
た
め
に
完
全
な
透
明

で
は
な
く、

ま
た
表
面
も
フ
ラ
ッ
ト
で
な
か
っ
た
こ
と
か
ら、

画
面
に
は
細
か
な
光
の
強
弱
が
生
ま
れ、

そ
れ
が
複
雑
な

表
情
を
与
え
て
い
る。

　

こ
の
よ
う
に
中
世
の
絵
画
に
お
い
て
は、

画
面
に
光
が
描
か
れ
る
の
で
な
く、

画
面
そ
の
も
の
が
光
と
な
る
こ
と
で
神

の
栄
光
が
た
た
え
ら
れ
た
の
で
あ
る。

画
面
内
に
は
影
も
闇
も
必
要
で
は
な
か
っ
た
が、

画
面
の
外、

つ
ま
り
実
際
の
空

間
が
暗
い
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た。

実
際、

当
時
の
教
会
な
ど
画
面
を
取
り
巻
く
空
間
の
ほ
と
ん
ど
は
薄
暗
か
っ
た
が、
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そ
の
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
は、

金
地
の
モ
ザ
イ
ク
で
あ
れ
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
で
あ
れ、

画
面
自
体
が
光
と
な
っ
て
空
間

に
輝
い
た
の
で
あ
る。

薄
暗
い
空
間
で
は
金
地
の
モ
ザ
イ
ク
も
ま
ば
ゆ
い
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
く、

ち
ら
ち
ら
と
明
滅
的

で
あ
っ
た
た
め、

平
面
的
で
単
調
に
も
思
わ
れ
る
金
地
の
背
景
も、

か
え
っ
て
十
分
な
奥
行
き
と
深
み
を
感
じ
さ
せ
た
の

だ。

そ
れ
は
日
本
の
金
屛び

ょ

風う
ぶ

に
も
通
じ
る
金
の
用
い
方
で
あ
っ
た。

　

観
者
を
取
り
巻
く
空
間
が
暗
け
れ
ば
暗
い
ほ
ど、

光
を
は
ら
ん
だ
画
面
は
そ
の
力
を
発
揮
し
た。

そ
れ
は、

苦
難
に
満

ち
た
現
世
か
ら
光
輝
く
天
国
を
仰
ぎ
見
る
こ
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
も
あ
っ
た。

中
世
の
社
会
を
覆
っ
た
暗
闇
は
来
世
の
光

明
を
必
要
と
し、

そ
れ
が
光
そ
の
も
の
を
は
ら
む
画
面
を
生
ん
だ
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う。

　

キ
ア
ロ
ス
ク
ー
ロ
の
確
立

　

ゴ
シ
ッ
ク
期
の
終
わ
り
頃、

イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ド
ル
の
各
地
で
古
代
の
自
然
主
義
が
徐
々
に
蘇
っ
た。

そ
も
そ
も
イ

タ
リ
ア
で
は
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
あ
ま
り
流
行
し
な
か
っ
た。

イ
タ
リ
ア
で
は、

一
三
世
紀
頃
か
ら
フ
レ
ス
コ
壁
画
が
発

達
し
た
た
め
に、

制
約
の
多
い
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
よ
っ
て
大
規
模
な
説
話
表
現
を
展
開
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う。

ま
た、

ゴ
シ
ッ
ク
期
の
絵
画
で
は、

遠
近
法
的
な
奥
行
き
の
あ
る
空
間
を
描
出
す
る
と
と
も
に、

事
物
の
三
次

元
性
を
表
す
陰
影
が
明
瞭
に
な
っ
て
き
た。

そ
こ
で
は
光
が
象
徴
性
を
も
っ
て
強
調
さ
れ
る
の
で
は
な
く、

事
物
の
立
体

性
を
際
だ
た
せ
る
た
め
の
光
に
留
ま
っ
て
い
）
3
（
た。

　

一
四
世
紀
初
頭
の
ジ
ョ
ッ
ト
は、

人
物
や
事
物
の
自
然
主
義
的
な
モ
デ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
画
面
に
し
っ
か
り
と
し
た
奥

行
き
を
与
え
る
技
法
を
開
発
し、

そ
れ
が
こ
れ
以
降
の
イ
タ
リ
ア
の
絵
画
様
式
の
主
流
と
な
る。

そ
れ
は、

薄
暗
い
教
会
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の
内
部
で
も
し
っ
か
り
と
判
別
で
き
る
陰
影
で
あ
り、

壁
面
に
描
か
れ
た
ド
ラ
マ
が
聖
史
劇
の
よ
う
に
現
実
に
展
開
し
て

い
る
よ
う
に
見
せ
る
も
の
で
あ
っ
た。

ジ
ョ
ッ
ト
の
代
表
作、

パ
ド
ヴ
ァ
の
ス
ク
ロ
ヴ
ェ
ー
ニ
礼
拝
堂
の
キ
リ
ス
ト
伝
に

お
い
て
は、

す
べ
て
の
画
面
は
鮮
や
か
な
青
空
の
も
と
に
展
開
し、

浅
い
奥
行
き
空
間
に
量
塊
感
を
も
っ
た
人
物
が
際
立

つ。

さ
ら
に、《

ユ
ダ
の
接
吻》
の
よ
う
な
夜
の
情
景
に
も
同
じ
青
空
が
広
が
っ
て
お
り、

描
か
れ
た
松た

い

明ま
つ

と
奥
に
い
る
群

衆
を
黒
い
塊
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
情
景
が
夜
で
あ
る
こ
と
を
識
別
さ
せ
る
も
の
で、

闇
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た。

ジ
ョ
ッ
ト
の
壁
画
を
覆
う
青
は、

青
空
で
あ
る
と
同
時
に、

金
地
の
よ
う
な
抽
象
的
な
空
間
で
も
あ
っ
た
の
で
あ

る。
　

同
じ
頃
シ
エ
ナ
で
は、

ド
ゥ
ッ
チ
ョ
が
大
聖
堂
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
丸
窓
を
作
っ
て
い
た
が、

彼
は
こ
れ
と
は
別
に

大
聖
堂
の
主
祭
壇
画
と
し
て
板
絵
の
多
翼
祭
壇
画《

マ
エ
ス
タ》
を
制
作
し
た。

こ
こ
で
も、

キ
リ
ス
ト
の
生
涯
や
受
難
伝

を
説
話
的
に
表
し
て
い
る
が、

背
景
は
す
べ
て
金
地
と
な
っ
て
い
る。

こ
の
金
地
は、

ジ
ョ
ッ
ト
の
壁
画
に
お
け
る
青
と

ほ
ぼ
同
じ
範
囲
で
画
面
を
覆
っ
て
い
る。

物
語
は
金
地
に
遮
ら
れ
た
浅
い
奥
行
き
の
空
間
で
展
開
す
る
が、

そ
れ
ゆ
え
に

人
物
た
ち
が
浮
か
び
上
が
り、

そ
の
身
振
り
や
表
情
が
明
瞭
と
な
っ
て
物
語
を
的
確
に
伝
え
る
効
果
が
あ
っ
た。

　

ジ
ョ
ッ
ト
の
弟
子
で
あ
っ
た
タ
ッ
デ
オ・

ガ
ッ
デ
ィ
が
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
サ
ン
タ・

ク
ロ
ー
チ
ェ
聖
堂
の
バ
ロ
ン
チ
ェ

ッ
リ
礼
拝
堂
に
描
い
た
聖
母
伝
に
お
い
て
は、

夜
半
に
羊
飼
い
を
起
こ
し
て
神
の
生
誕
を
告
げ
る
天
使
の
放
つ
光
が
見
事

に
表
現
さ
れ
て
い
る。

羊
飼
い
の
横
た
わ
る
岩
は
天
使
の
放
つ
光
に
照
ら
さ
れ、

黄
色
く
光
っ
て
い
る。

背
後
は
夜
の
闇

で
覆
わ
れ、

黒
く
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る。

こ
の
絵
は
西
洋
美
術
史
上
は
じ
め
て
描
か
れ
た
大
き
な
闇
で
あ
っ
た。

フ
レ

ス
コ
画
は
白
っ
ぽ
い
灰
色
の
漆し

っ

喰く
い

の
上
に
水
溶
性
の
絵
具
で
描
く
技
法
で
あ
る
た
め、

本
来
こ
の
よ
う
な
闇
の
表
現
に
は

不
向
き
で
あ
っ
た
が、

タ
ッ
デ
オ
は、

闇
夜
を
照
ら
す
神
の
光
を
表
す
た
め
に、

師
の
ジ
ョ
ッ
ト
も
試
み
た
こ
と
の
な
か


