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は
じ
め
に

　

十
一
世
紀
末
か
ら
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
し
て
ロ
マ
ネ
ス
ク
様
式
の
教
会
建

立
が
盛
ん
に
な
っ
た
と
き
、
そ
の
正
面
入
口
や
内
部
の
柱
頭
を
飾
っ
た
浮レ
リ
ー
フ彫

に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
モ
ラ
ル
を
教
え
る
モ
チ
ー
フ
が
数
多
く
選
ば
れ
た
。
と

り
わ
け
〈
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
〉
の
図
像
は
一
世
を
風
靡
し
、
大
聖

堂
や
教
会
の
正ポ
ル
タ
ー
ル

面
扉
口
の
ア
ー
チ
、
あ
る
い
は
盲
窓
上
の
飾
り
ア
ー
チ
に

そ
っ
た
帯
状
装
飾
と
し
て
刻
ま
れ
た
。
現
在
も
か
な
り
の
作
例
が
残
っ
て
い

る
。
公
共
建
築
の
細
部
浮
彫
は
、
聖
職
者
や
ご
く
一
部
の
知
識
人
だ
け
が
目

に
す
る
こ
と
の
で
き
た
写
本
と
異
な
り
、
巡
礼
者
で
あ
れ
都
市
民
で
あ
れ
村

民
で
あ
れ
、
そ
こ
を
訪
れ
る
誰
の
目
に
も
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
、
い
わ
ば
当
時
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
し
た

が
っ
て
そ
こ
に
示
さ
れ
た
教
訓
的
内
容
も
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
す
る
対
象
の

拡
大
と
民
衆
化
に
応
じ
て
変
化
を
蒙
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿

で
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
か
ら
教
父
や
著
述
家
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
説

か
れ
た
美
徳
と
悪
徳
に
つ
い
て
の
教
説
、
関
連
す
る
聖
書
の
記
述
と
図
像
伝

統
が
、
い
か
に
し
て
中
世
に
受
け
継
が
れ
た
の
か
を
概
観
し
、
そ
れ
ら
が
ロ

マ
ネ
ス
ク
教
会
に
見
ら
れ
る
悪
徳
に
勝
利
す
る
美
徳
の
図
像
の
定
型
化
と
ど

の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
は
紙

幅
の
関
係
で
、
教
会
外
部
正
面
を
飾
っ
た
こ
の
モ
チ
ー
フ
に
の
み
注
目
す
る

が
、
内
部
の
柱
頭
浮レ
リ
ー
フ彫
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
は
悪
徳
の
う
ち
で
も
と
り
わ
け

ル
ク
ス
リ
ア
が
数
多
く
選
ば
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
稿
で

改
め
て
検
討
し
た
い
。

ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
の
〈
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
〉
像

　

美
徳
と
悪
徳
を
め
ぐ
る
魂
の
闘
い
を
描
く
五
世
紀
始
め
の
護
教
文
学
『
プ

シ
コ
マ
キ
ア
』
が
、
中
世
に
お
い
て
多
大
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
よ
く

美
徳
と
悪
徳
の
闘
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
中
世
キ
リ
ス
ト
教
モ
ラ
ル
の
図
像
学
的
研
究
（
１
）
―

前
野
み
ち
子 　
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知
ら
れ
て
い
る
1

。
こ
の
作
品
は
写
本
を
通
じ
て
中
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
詩
人

や
著
作
家
の
想
像
力
を
か
き
立
て
、
擬
人
化
ア
レ
ゴ
リ
ー
と
い
う
文
学
技
法

の
魅
力
も
あ
っ
て
数
多
く
の
模
倣
を
生
ん
だ
。
し
か
し
、
十
二
世
紀
の
ロ
マ

ネ
ス
ク
教
会
に
刻
ま
れ
た
〈
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
〉
の
図
像
は
、『
プ

シ
コ
マ
キ
ア
』
の
描
写
す
る
七
対
の
美
徳
と
悪
徳
の
戦
闘
場
面
か
ら
遠
く
隔

た
っ
て
、
限
ら
れ
た
空
間
的
平
面
を
生
か
し
た
、
画
一
的
で
分
か
り
や
す
い

も
の
に
姿
を
変
え
て
い
る
2

。
美
徳
と
悪
徳
の
対
は
ど
れ
も
ま
っ
た
く
同
じ

よ
う
に
、
美
徳
が
悪
徳
を
踏
み
つ
け
て
勝
利
を
誇
示
す
る
姿ポ
ー
ズ

を
と
っ
て
い

る
（
図
①
、
オ
ー
ネ
ー
、
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
教
会
西
正
面
扉
口
ア
ー
チ
頂
上
部
、
図

②
、
同
ア
ー
チ
下
部
、
一
一
二
〇
-四
〇
年
頃
）。
槍
と
盾
を
手
に
し
た
美
徳
は
怪

物
と
見
ま
が
う
よ
う
な
擬
人
化
さ
れ
た
悪
徳
を
踏
み
つ
け
て
息
の
根
を
止

め
、
そ
の
上
に
立
っ
て
い
る
3

。
時
に
は
そ
の
悪
徳
が
獣
の
姿
で
表
現
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
。
ど
の
ペ
ア
も
同
じ
よ
う
に
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
区
別
が
つ

か
な
い
の
で
、
像
の
外
辺
に
そ
れ
ぞ
れ
対
を
な
す
美
徳
と
悪
徳
の
名
前
が

彫
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。
左
右
対
称
に
三
体
ず
つ
（
オ
ー
ネ
ー
の
場
合
が

そ
う
で
あ
る
）、
あ
る
い
は
四
体
ず
つ
の
美
徳
が
ア
ー
チ
の
頂
上
部
で
出
会
う

構
図
も
定
型
化
し
て
い
る
。
七
対
の
闘
い
を
物
語
る
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
と

の
齟
齬
を
見
せ
る
偶
数
の
対
の
選
択
と
各
対
一
様
の
造
形
法
が
、
装
飾
が
施

さ
れ
る
部
分
の
ス
ペ
ー
ス
と
形
状
の
制
約
と
い
う
物
理
的
な
理
由
か
ら
生
じ

た
も
の
か
ど
う
か
は
判
断
で
き
な
い
が
、
こ
の
単
純
化
は
、
ど
ん
な
悪
徳
で

あ
れ
必
ず
や
美
徳
に
打
ち
負
か
さ
れ
て
惨
め
な
敗
北
の
姿
を
曝
す
、
と
い
う

分
か
り
や
す
い
モ
ラ
ル

を
一
目
瞭
然
に
示
す
視

覚
的
効
果
を
上
げ
て
い

る
。
一
般
民
衆
に
と
っ

て
、
モ
ラ
ル
は
薄
暗
い

説
教
壇
か
ら
耳
に
訴
え

か
け
ら
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
し
ば
し
ば
町
や

村
の
中
央
に
位
置
し
、

あ
る
い
は
巡
礼
に
訪
れ

る
土
地
で
偉
容
を
誇
る

教
会
建
築
の
入
口
で
、

目
に
訴
え
て
改
悛
を
迫

る
も
の
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
図
像
の
流
行
を

分
析
す
る
に
際
し
て

は
、
先
行
研
究
も
つ
と

に
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』

挿
絵
入
り
写
本
の
流
布

図①　オーネー、サン・ピエール教会、西扉口アーチ頂上部、12世紀図②　同扉口アーチ下部
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美徳と悪徳の闘い

と
並
ん
で
、
美
徳
と
悪
徳
に
関
す
る
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
教
説
や
図
像
が
果

た
し
た
役
割
も
併
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と

ほ
ぼ
同
時
代
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
よ
り
も
早
く
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
哲
学
の
流
れ

を
汲
む
ギ
リ
シ
ア
教
父
や
ラ
テ
ン
教
父
た
ち
は
、
修
道
の
実
践
の
た
め
に
悪

徳
を
克
服
し
美
徳
を
涵
養
す
る
教
え
を
繰
り
返
し
説
い
て
い
た
。
ま
た
、
キ

リ
ス
ト
教
化
し
た
古
代
末
の
ロ
ー
マ
世
界
は
、
異
教
の
図
像
伝
統
を
継
承
し

つ
つ
、
そ
れ
を
無
自
覚
的
に
で
は
あ
れ
聖
書
の
教
え
に
そ
っ
て
読
み
替
え
る

作
業
に
従
事
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
遺
産
は
イ
タ
リ
ア
を

中
心
に
古
代
末
期
か
ら
中
世
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
が
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
全
域
に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
そ
の
伝
統
の
復
興
を
目
ざ
し
た
カ
ー
ル
大

帝
の
時
代
以
降
は
、
聖
職
者
や
知
識
人
に
広
く
知
ら
れ
る
も
の
と
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
美
徳
の
勝
利
を
表
わ
す
図
像
と
『
プ
シ
コ
マ

キ
ア
』
写
本
挿
絵
と
の
具
体
的
関
係
に
立
ち
入
る
前
に
、
教
導
文
学
と
は
別

系
統
の
出
自
を
も
つ
善
悪
に
つ
い
て
の
教
説
と
そ
の
系
譜
を
概
観
し
、
さ
ら

に
こ
れ
に
関
す
る
図
像
伝
統
に
つ
い
て
も
併
せ
て
考
え
て
お
き
た
い
。

初
期
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
美
徳
と
悪
徳
の
教
説

　

プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
ほ
ぼ
同
時
代
人
で
あ
っ
た
ギ
リ
シ
ア
教
父
エ
ヴ
ァ

グ
リ
オ
ス
・
ポ
ン
テ
ィ
コ
ス
4

は
、
エ
ジ
プ
ト
で
孤
独
に
修
業
を
積
ん
だ

修
道
士
と
し
て
、
人
間
の
心
に
生
ま
れ
る
八
つ
の
邪
悪
な
思
念
＝
悪
徳

（lo
g
ism

o
i

）
を
図
式
化
し
て
教
え
た
最
初
の
人
と
さ
れ
る
。
彼
は
死
後
に
異

端
の
宣
告
を
受
け
た
が
、
そ
の
著
述
は
後
世
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ

し
て
こ
の
八
つ
の
悪
徳
に
つ
い
て
の
教
説
が
、
中
世
か
ら
近
世
に
至
る
ま

で
、〈
七
つ
の
大
罪
〉
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
遍
く
知
ら
れ
た
悪
徳
の

戒
め
の
起
源
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
教
説
は
、
同
じ
く
ギ
リ
シ
ア
教
父

と
し
て
知
ら
れ
る
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
強
い
影
響
下
に
あ
り
、
そ
こ
に
は
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
、
ス
ト
ア
派
哲
学
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
な
ど
が
融
合

し
て
流
れ
込
ん
で
い
る
と
言
わ
れ
る
。
彼
は
、
八
つ
の
悪
徳
が
人
間
の
心
の

非
理
性
的
な
部
分
と
理
性
的
な
部
分
の
双
方
か
ら
生
じ
る
と
し
て
、
前
者
に

は
「
大
食
」gastrim

argía

、「
淫
欲
」porneía

、「
貪
欲
」philarguría

の

欲
望
と
そ
の
反
作
用
で
あ
る
「
憤
怒
」lúpe

、「
悲
嘆
」orgé

を
、
後
者
に

は
前
者
を
克
服
し
た
際
に
生
じ
る
悪
徳
「
無
関
心
／
無
気
力
」akedía

5

、

「
虚
栄
」kenodoxía

、「
傲
慢
」huperephanía

を
挙
げ
る
6

。
エ
ヴ
ァ
グ

リ
オ
ス
の
こ
の
教
説
は
そ
の
後
、
や
は
り
荒
れ
野
で
の
修
業
経
験
を
も
つ

ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
7

に
受
け
継
が
れ
た
。
彼
は
こ
れ
ら
を
、「
大

食
」
す
な
わ
ち
必
要
を
越
え
た
飲
食
と
い
う
単
純
な
肉
体
的
欲
求
か
ら
始

ま
り
、
遂
に
は
自
身
を
神
に
似
た
者
と
見
な
す
「
傲
慢
」
へ
と
至
る
八
段

階
の
階
梯
と
し
て
秩
序
づ
け
、
最
初
の
「
大
食
」
と
戦
っ
て
そ
れ
を
倒
す

こ
と
が
、
最
も
手
ご
わ
い
「
傲
慢
」
の
克
服
を
も
可
能
に
す
る
と
説
い
た
。

興
味
深
い
こ
と
に
、
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
は
こ
れ
ら
悪
徳
と
の
戦
い
を
、『
プ
シ

コ
マ
キ
ア
』
と
同
様
に
、
闘ア
レ
ー
ナ

技
場
の
剣
闘
士
の
戦
い
に
喩
え
て
い
る
。
こ

こ
で
の
悪
徳
は
擬
人
化
さ
れ
た
、
つ
ま
り
人
の
姿
を
と
っ
た
悪
徳
で
は
な
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い
。
修
道
士
は
あ
ら
ゆ
る
猛
獣
を
相
手
に
一
人
で
戦
う
、pancarpus

と
呼

ば
れ
る
見
世
物
の
剣
闘
士
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
は
、
こ
の
剣
闘
士
が

す
べ
て
の
猛
獣
（
悪
徳
）
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
は
、
ま
ず
強
い
動
物
た
ち
は

遠
ざ
け
て
一
番
弱
い
動
物
＝
「
大
食
」
か
ら
取
り
か
か
り
、
次
々
と
片
付
け

て
い
っ
て
、
最
後
に
最
強
の
猛
獣
、
獅
子
＝
「
傲
慢
」
に
立
ち
向
か
う
の
が

最
良
の
戦
術
で
あ
る
8

、
と
い
う
。
ロ
ー
マ
末
期
の
人
々
の
心
を
支
配
し
て

い
た
大
衆
的
闘
技
場
的
情
念
が
、
荒
れ
野
の
修
道
者
の
孤
独
な
葛
藤
さ
え
も

こ
の
よ
う
な
比
喩
を
通
し
て
表
現
す
る
伝
統
を
生
み
、
そ
の
心
を
闘
技
場
化

す
る
。
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
著
し
た
よ
う
な
護
教
文
学
の
み
な
ら
ず
、
キ

リ
ス
ト
教
教
父
や
著
述
家
の
教
え
に
お
い
て
も
、
悪
徳
を
克
服
す
る
た
め
の

魂
の
闘
い
は
、
敵
を
打
ち
負
か
し
て
公
衆
に
完
璧
な
勝
利
を
誇
示
す
る
一

大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
二
重
視
さ
れ
て
い
る
9

。
ま
た
、
こ
こ
で
の
敵
は
『
プ

シ
コ
マ
キ
ア
』
と
異
な
っ
て
、
猛
獣
・
野
獣
に
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目

に
値
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
後
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
の
レ
リ
ー
フ
に

は
、
美
徳
の
踏
み
つ
け
る
悪
徳
が
獣
の
姿
を
と
っ
て
い
る
例
が
い
く
つ
か
見

ら
れ
る
が
、
悪
徳
と
獣
の
等
置
は
、
こ
の
主
題
と
常
に
関
連
づ
け
ら
れ
る

『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
の
テ
ク
ス
ト
及
び
写
本
挿
絵
に
は
見
当
た
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
十
二
世
紀
の
〈
悪
徳
に
勝
利
す
る
美
徳
〉
の
図
像

に
は
、
こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
著
述
家
の
教
説
も
何
ら
か
の
影
響
を
与
え

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
が
八
つ
の
悪
徳
を
「
大
食
」
か
ら
「
傲
慢
」
へ
と
至
る
、

よ
り
高
次
化
し
克
服
の
困
難
な
上
昇
階
梯
と
し
て
序
列
化
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
の
教
え
の
中
世
へ
の
媒
介
者
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
教
皇
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
10

は
、
人
間
を
神
の
僕
と
し
て
位
置
づ
け
、
神
へ
の
絶
対
的
服
従

を
最
高
の
美
徳
と
す
る
立
場
を
と
っ
た
。
彼
は
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
の
序
列
を
逆

転
さ
せ
て
、
す
べ
て
の
悪
の
根
源
を
「
傲
慢
」
に
認
め
、
そ
こ
か
ら
生
ず

る
七
つ
の
悪
徳
を
、
霊
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
虚
栄
」、「
羨
望
」、「
憤

怒
」、「
悲
嘆
」、「
貪
欲
」
か
ら
、
肉
的
な
も
の
、「
大
食
」、「
淫
欲
」
へ
と

下
降
す
る
階
梯
と
見
な
し
た
。
自
ら
荒
れ
野
の
苦
行
修
道
士
と
し
て
、
あ
る

い
は
修
道
士
た
ち
を
統
率
す
る
修
道
院
長
と
し
て
、
個
々
の
孤
独
な
魂
の
内

な
る
葛
藤
に
教
説
の
焦
点
を
当
て
た
エ
ヴ
ァ
グ
リ
オ
ス
と
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
に

対
し
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
眼
前
に
は
解
体
期
の
都
市
ロ
ー
マ
に
生
き
る
偽
善

に
満
ち
た
修
道
士
、
聖
職
者
、
在
俗
信
者
の
有
力
者
た
ち
が
溢
れ
て
い
た
。

彼
ら
の
古
代
都
市
的
・
政
治
的
情
念
は
、
魂
の
内
な
る
闘
い
に
と
ど
ま
ら

ず
、
容
易
に
他
者
を
巻
き
込
ん
で
外
化
し
、
神
を
も
恐
れ
ぬ
行
為
と
な
り
抗

争
と
な
っ
た
11

。
そ
し
て
、
十
一
世
紀
末
か
ら
興
隆
・
繁
栄
が
始
ま
る
キ
リ

ス
ト
教
中
世
の
諸
都
市
に
お
い
て
も
、
世
俗
化
し
た
修
道
士
や
聖
職
者
の
堕

落
、
門
閥
市
民
間
の
果
て
し
な
い
抗
争
（
血フ

ェ
ー
デ讐
）
の
現
実
は
、
か
つ
て
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
が
描
写
し
た
都
市
状
況
と
さ
し
て
変
わ
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え

る
12

。
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〈
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
〉
像 

―
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
と
の
関
連

　

十
一
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
最
盛
期
を
迎
え
た
巡
礼
は
聖
遺
物
を
誇
る
土

地
を
最
終
目
的
と
し
た
が
、
そ
の
途
次
に
あ
る
地
域
も
大
き
な
恩
恵
を
受
け

て
、
新
し
い
教
会
の
建
立
が
相
次
い
だ
。
こ
の
た
め
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
扉

口
上
部
に
造
型
さ
れ
た
〈
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
〉
の
図
像
に
お
い
て
も
、

同
じ
職
人
集
団
の
仕
事
と
思
わ
れ
る
近
似
性
を
示
す
作
例
が
い
く
つ
か
存
在

す
る
。
し
か
し
、
そ
の
造
型
に
際
し
て
聖
職
者
が
ど
の
よ
う
な
形
で
関
与
し

て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
写
本
挿
絵
の
場
合
と
同
様
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。

と
は
い
え
、
オ
ー
ネ
ー
の
サ
ン
・
ピ
エ
ー
ル
教
会
扉
口
ア
ー
チ
を
飾
る
勝
利

す
る
美
徳
像
は
、『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
の
写
本
挿
絵
群
を
知
る
者
に
は
は
っ

き
り
と
見
覚
え
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
現
存
す
る
挿
絵
入
り
写
本
の
制
作

年
代
は
シ
ュ
テ
ッ
テ
ィ
ナ
ー
も
ウ
ッ
ド
ラ
フ
も
九
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
と
し

て
い
る
が
13

、
十
二
世
紀
の
も
の
は
一
点
、
十
三
世
紀
は
世
紀
末
の
一
二
八

九
年
に
制
作
さ
れ
た
一
点
が
残
る
だ
け
だ
か
ら
、
そ
の
最
盛
期
は
十
、
十
一

世
紀
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
写
本
挿
絵
の
美
徳
の
勝
利
の
図
像

伝
統
が
、
十
二
世
紀
に
教
会
建
築
で
流
行
し
た
図
像
の
造
形
に
直
接
間
接
の

影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

　

そ
れ
で
は
、
具
体
的
に
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
の
ど
の
よ
う
な
場
面
の
挿
絵

が
教
会
彫
刻
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
テ
ク
ス
ト
で
扱
わ
れ
る
七

対
の
悪
徳
と
美
徳
の
闘
い
は
、
も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
も
美
徳
の
勝
利
で
終
わ
っ

て
い
る
が
、
シ
ュ
テ
ッ
テ
ィ
ナ
ー
の
ほ
ぼ
網
羅
的
な
写
本
挿
絵
集
の
細
部
を

通
覧
し
て
み
る
と
、
美
徳
が
悪
徳
を
踏
み
つ
け
て
勝
利
を
明
ら
か
に
す
る

図
像
は
大
別
す
る
と
二
つ
の
対ペ
ア

の
闘
い
に
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
14

。

一
つ
は
冒
頭
の
「
信
仰
」F

ides

と
「
偶
像
崇
拝
」V

eterum
C

ultura

D
eorum

（=
Idololatria

）
の
闘
い
で
、
テ
ク
ス
ト
に
「
信
仰
（
の
乙
女
）
は

高
く
跳
び
上
が
っ
て
、
／
額
に
バ
ン
ド
を
締
め
た
敵
の
頭
を
し
た
た
か
に
叩

き
、
／
獣
の
肉
と
血
で
満
足
し
た
敵
の
口
を
砂
塵
の
中
に
押
し
倒
し
、
／
敵

の
目
を
（
片
）
足
で
踏
み
つ
け
て
（pede

calcat

）
圧
死
さ
せ
た
」
15

（
第
三

〇
〜
三
三
行
）
と
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。
九
世
紀
末
に
成
立
し
た
と
さ
れ

る
ベ
ル
ン
写
本
（
Be
）
16

で
は
（
図
③
）、
獣
を
屠
っ
て
祭
壇
に
供
え
る
異

教
の
祭
司
を
左
足
で
踏
み
つ
け
る
「
信
仰
」
が
、「
衣
は
粗
末
で
肩
を
露
わ

し
、
髪
は
梳
ら
ず
、
腕
は
裸
で
あ
る
」
と
描
写
さ
れ
る
と
お
り
、
と
て
も
乙

女
と
は
思
わ
れ
な
い
屈
強
な
姿
を
示
し
て
「
攻
撃
の
剣
と
防
御
の
楯
も
取
り

敢
え
ず
」
に
闘
い
を
挑
ん
で
い
る
。
次
の
挿
絵
（
図
④
）
は
、「
勇
敢
な
殉

教
者
た
ち
が
え
た
光
栄
に
花
輪
の
冠
を
か
ぶ
せ
」（
第
三
六
行
）
る
場
面
だ
が
、

こ
こ
で
初
め
て
、
勝
利
を
収
め
た
「
信
仰
」
が
敗
北
し
た
「
偶
像
崇
拝
」
の

上
に
立
つ
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
も
そ
も
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
が
七
対
の
美
徳

と
悪
徳
の
闘
い
の
な
か
で
、「
異
教
崇
拝
」
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
「
信
仰
」

の
勝
利
の
物
語
を
最
初
に
置
く
の
は
、
す
べ
て
の
闘
い
の
帰
趨
を
予
め
明
確

に
示
し
、
堅
固
な
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
訴
え
る
意
図
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、「
キ
リ
ス
ト
教
は
勝
利
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
冒
頭
で

強
く
押
し
出
す
こ
と
が
目
的
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
に
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は
言
及
さ
れ
な
い
こ
の
造
形
は
、
キ
リ
ス
ト
教
「
信
仰
」
の
完
璧
な
勝
利

を
象

レ
プ
レ
ゼ
ン
タ
テ
ィ
ー
フ

徴
的
に
視
覚
化
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、こ
の
「
信
仰
」
は
、

武
具
と
武
器
を
身
に
つ
け
て
い
な
い
と
い
う
点
を
除
け
ば
、
図
②
の
レ
リ
ー

フ
に
か
な
り
近
い
姿
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
第
三
〇
行
と
三
六
行

の
二
つ
の
場
面
を
と
も
に
描
く
挿
絵
写
本
は
、
Be
写
本
の
ほ
か
に
、
P2

（
S

は
10
世
紀
、
W
は
9
世
紀
）、
Le2

（
S
は
10
世
紀
、
W
は
9
-10
世
紀
）、
B1

（
10
世

紀
）、
B2

（
10
世
紀
）、
Ly
（
S
は
11
〜
12
世
紀
、
W
は
11
世
紀
）
な
ど
主
と
し
て

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
-ラ
ン
ス
系
統
（
R
系
統
）
の
も
の
で
、
こ
れ
ら
と
ア
ン
グ

ロ=

サ
ク
ソ
ン
系
統
（
A
-S
系
統
）
双
方
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る

Lo3

（
12
世

紀
）
を
含
め
る
と
、
合
計
七
点
現
存
す
る
17

。
こ
こ
で
は
と
く
に
図
②
と
の

関
連
で
、
第
三
六
行
の
美
徳
を
同
様
に
悪
徳
を
踏
み
つ
け
て
そ
の
上
に
立
つ

姿
で
描
く
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
写
本
（
B2

）
の
挿
絵
（
図
⑤
）
に
注
目
し
て
お
こ

う
18

。
他
の
五
点
の
第
三
〇
行
以
下
に
付
さ
れ
た
挿
絵
は
、
ベ
ル
ン
写
本
と

同
様
に
す
べ
て
美
徳
が
悪
徳
を
左
足
で
踏
み
つ
け
て
い
る
が
、
第
三
六
行
に

対
応
す
る
美
徳
は
単
に
地
上
に
立
っ
て
殉
教
者
た
ち
に
栄
誉
の
花
輪
を
与
え

る
こ
と
で
満
足
し
て
お
り
、
悪
徳
の
上
に
立
っ
て
そ
の
敗
北
を
強
調
す
る
タ

イ
プ
の
造
形
は
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
種
の
典
型
例
と
し
て
は
、
B1

の
写
本
挿
絵
、
図
⑥
、
⑦
を
参
照
）。

　

美
徳
が
悪
徳
の
上
に
立
っ
て
完
璧
な
勝
利
を
誇
示
す
る
と
い
う
象
徴
的
な

造
形
は
、
も
う
一
カ
所
、
第
六
番
目
の
〈
慈
善
と
貪
欲
の
闘
い
〉
の
な
か
に

も
現
れ
る
。
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
テ
ク
ス
ト
は
こ
こ
で
も
苛
烈
を
極
め
、

図③　『プシコマキア』（Be）第 30行以下の挿絵
9～10世紀

図④　同、第 36行
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「
乙
女
は
反
抗
す
る
悪
徳
女
を
（
両
）
膝
と
（
両
）
足
（
言
葉
ど
お
り
に
は
「
踵
」

calx

の
複
数
）
で
踏
み
つ
け
（genibusque

et
calcibus

instans

）、
／
脇
腹
を
突

き
刺
し
、
息
切
ら
し
て
い
る
股
を
押
し
砕
き
、
／
息
絶
え
た
体
か
ら
戦
利
品

を
は
ぎ
取
」（
第
五
九
六
-八
行
）
り
、「
貧
者
に
分
配
」（
第
六
〇
二
行
）
し
た

と
語
っ
て
い
る
が
、
先
に
挙
げ
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
写
本
（
B2

）
に
は
こ
の
箇

所
で
も
、
図
②
、
④
、
⑤
と
よ
く
似
た
挿
絵
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
（
図
⑧
）。「
慈
善
」
は
は
ぎ
取
っ
た
衣
類
を
手
に
し
て
「
貪
欲
」
の
上
に

立
ち
、
勝
利
の
完
全
性
を
高
ら
か
に
示
し
て
施
し
物
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に

こ
の
写
本
は
、
こ
れ
に
続
く
す
ぐ
次
の
場
面
、
す
な
わ
ち
周
囲
を
取
り
囲
む

味
方
の
者
た
ち
に
「
慈
善
」
が
武
装
解
除
を
告
げ
る
場
面
で
も
、
ち
ょ
う
ど

オ
ー
ネ
ー
の
教
会
レ
リ
ー
フ
（
図
②
）
の
よ
う
に
、
槍
と
盾
を
手
に
し
て
悪

徳
の
上
に
立
つ
美
徳
の
姿
を
描
い
て
お
り
（
図
⑨
）、
両
図
像
は
ま
す
ま
す

近
似
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
19

。
も
う
一
つ
、
こ
れ
よ
り
一
世
紀
後
に
成

立
し
た
と
見
ら
れ
る
リ
ヨ
ン
写
本
（
Ly
）
も
ま
た
、「
貪
欲
」
に
勝
利
し
た
「
慈

善
」
が
質
素
と
全
能
の
神
の
恵
み
を
説
く
場
面
で
、
同
様
に
敗
北
し
た
悪
徳

の
上
に
立
つ
美
徳
の
姿
を
描
い
て
い
る
（
図
⑩
）
20

。
因
み
に
、
R
系
統
の

写
本
挿
絵
で
は
、
こ
こ
で
注
目
し
て
い
る
図
像
に
限
ら
ず
、
擬
人
化
さ
れ
た

悪
徳
が
一
般
に
野
蛮
な
異
教
徒
、
あ
る
い
は
邪
鬼
の
よ
う
に
描
か
れ
た
り
、

図⑥　『プシコマキア』ブリュッセル写本Ⅰ（B1）、
第 30行以下、10世紀

図⑦　同、第 36行

図⑤　『プシコマキア』（B2）、第 36行、10世紀
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本
来
な
ら
ば
擬
人
化
さ
れ
た
女
性
名
詞
の
美
徳
と
悪
徳
は
女
性
と
し
て
描
か

れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
男
性
の
兵
士
の
姿
で
描
か
れ
た
り
す
る
傾
向
が
あ

る
。
こ
こ
に
は
八
世
紀
前
半
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
の
戦
い
の
記
憶
や
、
八
百

年
前
後
の
カ
ー
ル
大
帝
の
宮
廷
芸
術
に
指
摘
さ
れ
る
ビ
ザ
ン
チ
ン
文
化
の
影

響
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
21

。
前
述
し
た
と
お
り
、『
プ
シ

コ
マ
キ
ア
』
の
挿
絵
で
こ
の
よ
う
な
美
徳
像
が
描
か
れ
る
場
合
、
そ
の
前
後

の
テ
ク
ス
ト
に
は
悪
徳
を
「
踏
み
つ
け
る
」
美
徳
の
行
為
が
具
体
的
に
語
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、悪
徳
の
上
に
立
つ
美
徳
に
は
直
接
的
な
言
及
が
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
図
像
は
美
徳
の
圧
倒
的
な
勝
利
を
際
立
た
せ
る
意
図
を

も
っ
て
新
た
に
案
出
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
図
像
伝
統
か
ら
借
用

あ
る
い
は
転
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
敗
北
者
の
上
に
立
つ
勝
利
者
〉
像
の
オ
リ
エ
ン
ト
的
出
自

　

敗
北
者
の
上
に
立
つ
勝
利
者
の
古
代
に
お
け
る
図
像
伝
統
に
つ
い
て
は
、

ネ
メ
シ
ス
崇
拝
と

の
関
連
で
、
ベ
ル

ン
ハ
ル
ト
・
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の

興
味
深
い
研
究
が

あ
る
22

。
古
典
期

の
ギ
リ
シ
ア
神
話

か
ら
分
岐
し
て
ヘ

レ
ニ
ズ
ム
初
期
か

ら
小
ア
ジ
ア
で
盛

ん
に
な
っ
た
ネ
メ

シ
ス
女
神
へ
の
崇

拝
は
、
紀
元
前
二

世
紀
の
ア
レ
ク
サ

図⑩『プシコマキア』リヨン写本（Ly）、第 604行
11～12世紀

図⑧『プシコマキア』ブリュッセル写本（B2）、
第 596-8行、10世紀

図⑨　同、第 604行
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ン
ド
リ
ア
で
新
た
な
勢
い
を
得
る
が
、
こ
の
時
期
の
女
神
像
が
し
ば
し
ば
罰

を
下
し
た
者
あ
る
い
は
被
征
服
者
を
踏
み
つ
け
て
そ
の
上
に
立
つ
姿
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
23

。
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
が
挙
げ
る
図
⑪
の
女
神
は
人
間

ら
し
き
も
の
（
女
の
よ
う
に
見
え
る
）
を
踏
み
つ
け
て
立
っ
て
い
る
。
彼
は
こ

の
図
像
の
ル
ー
ツ
を
古
代
エ
ジ
プ
ト
美
術
に
現
れ
る
フ
ァ
ラ
オ
や
ホ
ル
ス
神

の
征
服
者
像
に
見
て
お
り
、
地
場
の
図
像
伝
統
を
借
用
し
た
エ
ジ
プ
ト
の
ネ

メ
シ
ス
像
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
後
期
の
世
界
を
征
服
し
た
ロ
ー
マ
に
も
伝
播
し
、

後
に
は
ロ
ー
マ
軍
団
の
要
塞
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
24

。
さ
ら
に
、
大
衆
化
し
た
ネ
メ
シ
ス
信
仰

は
、
こ
の
神
を
あ
ら
ゆ
る
勝
敗
の
運
命
を
支
配
す
る
神
と
見
な
す
よ
う
に
な

り
、
こ
の
こ
と
が
運
命
の
輪
を
そ
の
一
つ
の
属
性
と
し
て
描
き
込
む
図
像
を

も
定
着
さ
せ
て
い
っ
た
25

。
し
か
し
、
図
⑪
の
像
を
例
え
ば
帝
政
期
二
世
紀

の
図
⑫
26

と
比
較
し
て
み
る
な
ら
ば
、
前
者
の
輪
は
足
下
に
踏
み
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
た
ん
に
左
手
に
握
ら
れ
て
い
る
。
帝
政
期

の
制
作
と
さ
れ
る
他
の
ネ
メ
シ
ス
像
に
も
し
ば
し
ば
運
命
の
輪
が
添
え
ら
れ

て
い
る
が
、
足
も
と
に
置
か
れ
た
り
寓
意
的
属
性
を
示
す
記
号
と
し
て
刻
ま

れ
た
り
す
る
だ
け
で
、
運
命
そ
の
も
の
の
上
に
立
っ
て
自
身
の
意
に
従
わ
せ

る
ネ
メ
シ
ス
の
威
圧
的
な
姿
は
見
ら
れ
な
い
27

。
つ
ま
り
、
前
者
の
ネ
メ
シ

ス
は
勝
敗
の
趨
勢
が
運
命
の
不
確
実
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
決
然
と
排
し
、

そ
の
輪
を
制
し
て
勝
利
者
の
正
義
を
訴
え
て
い
る
の
に
対
し
、
帝
政
期
の
ネ

メ
シ
ス
は
運
命
を
統
御
す
る
姿
勢
を
弱
め
、
あ
た
か
も
勝
敗
の
不
確
か
さ
を

運
命
と
共
有
す
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
ま
た
、
図
⑫
の
ネ
メ
シ
ス

の
左
足
が
地
上
に
あ
り
、
右
足
だ
け
を
被
征
服
者
の
頭
上
に
置
く
控
え
め
な

造
形
に
も
、
罰
を
下
す
正
義
の
女
神
の
峻
厳
さ
が
薄
ら
ぎ
、
根
源
的
な
意
味

を
忘
れ
て
審
美
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
善
悪
判
断
を
曖
昧
化
す
る

こ
の
よ
う
な
ロ
ー
マ
古
典
期
の
美
的
変
容
に
対
し
て
、
後
の
キ
リ
ス
ト
教
美

　図⑪　ジプトのネメシス像、
　　　　カイロ付近出土、
　　　　ヒルデスハイム、
　　　　ペリザエウス博物館所蔵、
　　　　2世紀

図⑫　ネメシス女神像、
　　　ロサンゼルス、
　　　ゲッティ・ヴィラ所蔵、
　　　2世紀
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術
で
復
活
し
た
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
像
が
、
帝
政
期
の
ネ
メ
シ
ス
女
神

像
か
ら
運
命
の
輪
を
取
り
去
っ
た
の
は
、
地
上
の
運
命
の
超
脱
を
説
く
そ
の

教
義
の
要
請
か
ら
し
て
も
、
し
ご
く
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
28

。
キ

リ
ス
ト
教
徒
が
次
第
に
数
を
増
し
て
い
く
三
世
紀
に
至
っ
て
も
、
ネ
メ
シ
ス

女
神
像
は
制
作
さ
れ
続
け
て
い
る
が
、
ブ
リ
ン
デ
ィ
シ
出
土
の
図
⑬
29

は
、

女
神
の
両
側
か
ら
天
使
の
よ
う
な
二
人
の
女
性
が
飛
び
来
た
っ
て
頭
上
に
冠

を
授
け
て
お
り
、
こ
れ
は
後
述
す
る
獣
を
踏
み
つ
け
る
キ
リ
ス
ト
（
勝
利
す

る
キ
リ
ス
ト
）
の
図
像
に
奇
妙
な
ほ
ど
似
通
っ
て
い
る
。
ま
た
、
俯
せ
に
身

体
を
丸
め
た
人
物
を
踏
み
つ
け
て
そ
の
上
に
立
つ
ネ
メ
シ
ス
の
像
は
、
Be
写

本
の
図
④
、⑤
、Ly
写
本
の
図
⑩
と
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
（
因

み
に
、
女
神
が
右
手
に
持
つ
の
は
儀
礼
用
の
平
皿
で
あ
る
）。

　
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
と
の
関
連
で
さ
ら
に
注
目
に
値
す
る
の
は
、
ヘ
レ
ニ

ズ
ム
末
期
以
降
、
ネ
メ
シ
ス
女
神
が
剣
闘
士
た
ち
の
闘ア
レ
ー
ナ

技
場
に
お
い
て
も
祀

ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
書
の
美
徳
と
悪
徳
の
闘
い
の
ど
ぎ

つ
い
描
写
に
ロ
ー
マ
的
闘
技
場
的
情
念
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に

多
く
の
研
究
者
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
が
、「
偶

像
崇
拝
」（
異
教
崇
拝
）
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
「
信
仰
」
の
勝
利
を
「
足

で
踏
み
つ
け
る
」
身
ぶ
り
と
共
に
描
写
し
た
と
き
、
当
時
広
く
流
布
し
て
い

た
ネ
メ
シ
ス
像
の
、
被
征
服
者
の
上
に
立
っ
て
勝
利
を
誇
示
す
る
劇
場
的
な

身
ぶ
り
が
念
頭
に
浮
か
ん
で
い
た
可
能
性
、
そ
し
て
こ
の
観
念
連
合
が
同
時

代
の
多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
す

で
に
国
教
と
な
っ
て
い
た
こ
の
時
代
に
、
な
お
も
跳
梁
跋
扈
す
る
異
教
崇
拝

と
戦
い
な
が
ら
こ
の
作
品
を
残
し
た
著
者
も
ま
た
、
そ
の
想
像
力
に
お
い
て

は
、
氾
濫
す
る
異
教
的
イ
メ
ー
ジ
の
呪
縛
力
に
囚
わ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
し
か
も
、
彼
は
と
り
わ
け
ロ
ー
マ
の
古
典
作
品
に
通
暁
し
た
文
人
で
も

あ
っ
た
か
ら
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
が
『
ト
リ
ス
テ
ィ
ア
』
の
な
か
で
述
べ
て

い
る
、
正
義
に
基
づ
い
て
「
罰
に
値
す
る
者
た
ち
を
追
い
払
う
」
30

ネ
メ
シ

図⑬　ネメシス女神像、ブリンディシ、
考古学博物館所蔵、3世紀
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ス
女
神
を
、
こ
の
場
面
に
重
ね
合
わ
せ
て
見
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
著
作

の
完
成
は
五
世
紀
冒
頭
、
最
初
の
挿
絵
入
り
写
本
も
こ
の
同
じ
世
紀
の
う
ち

に
制
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
31

、「
信
仰
」
が
「
偶
像
崇
拝
」

を
踏
み
つ
け
る
こ
の
闘
技
場
的
場
面
で
、
挿
絵
画
家
の
念
頭
に
ヘ
レ
ニ
ズ
ム

起
源
の
勝
利
者
ネ
メ
シ
ス
の
姿
が
二
重
視
さ
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な

い
。
し
か
し
、
現
存
す
る
九
世
紀
末
以
降
の
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
写
本
に
見

ら
れ
る
こ
の
種
の
図
像
が
先
行
す
る
写
本
を
手
本
と
し
た
も
の
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
、
史
料
不
足
の
た
め
に
確
た
る
判
断
が
で
き
な
い
。

　

こ
の
図
像
が
登
場
す
る
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
写
本
挿
絵
は
、
テ
ク
ス
ト
に

沿
っ
て
描
写
す
る
傾
向
の
強
い
R
系
統
中
、
九
世
紀
末
か
ら
十
世
紀
に
制
作

さ
れ
た
二
点
と
、
両
系
統
の
影
響
が
見
ら
れ
る
十
一
世
紀
の
一
点
に
限
ら
れ

て
い
る
。
と
は
い
え
、
十
世
紀
ま
で
の
Be
、
B2

写
本
が
ロ
ー
マ
古
典
の
復
興

を
め
ざ
し
た
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
-ザ
ク
セ
ン
朝
文
化
32

の
中
心
圏
で
制
作
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
影
響
力
は
か
な
り
大
き
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
が
十
世
紀
に
は
一
般
人
の
〈
学ス
コ
ラ校

〉

で
教
材
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
33

、
そ
れ
を
奨
励
し
た
ケ
ル

ン
の
大
司
教
ブ
ル
ー
ノ
（
ザ
ク
セ
ン
朝
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
初
代
皇
帝
オ
ッ
ト
ー

の
弟
、
九
二
五
-九
六
五
）
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
全
体
の
宗
教
的
文
化
的
中
心

と
見
な
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
「
信
仰
」
の
勝

利
を
示
唆
す
る
「
悪
徳
の
上
に
立
つ
美
徳
」
像
を
ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
建
築
レ

リ
ー
フ
へ
と
媒
介
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
提
供
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

別
系
統
の
ル
ー
ツ

　

そ
の
一
方
で
、
Be
写
本
よ
り
も
早
く
、
カ
ー
ル
大
帝
時
代
の
カ
ロ
リ
ン
グ

朝
宮
廷
周
辺
（
ア
ダ
・
ス
ク
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
）
で
制
作
さ
れ
た
象
牙
細
工
の

な
か
に
、
ロ
ー
マ
風
兵
士
の
姿
を
し
た
美
徳
が
悪
徳
を
踏
み
つ
け
て
そ
の
上

に
立
つ
像
を
刻
ん
だ
も
の
（
図
⑭
）
が

あ
り
、『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
写
本
挿
絵

以
外
に
も
、
こ
の
特
徴
的
な
図
像
を
媒

介
す
る
ル
ー
ト
が
存
在
し
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
34

。
こ
の
象
牙
細
工
の
制

作
は
九
世
紀
初
め
で
、
同
世
紀
末
以
降

と
さ
れ
る
Be
写
本
に
か
な
り
先
ん
じ
て

い
る
が
、
と
り
わ
け
こ
の
派
の
作
品
群

　図⑭　悪徳を踏みつける美徳、
　　　　象牙細工、9世紀初頭
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に
は
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
芸
術
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
、
後
者
が
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
-古
代
ロ
ー
マ
文
化
と
の
連
続
性
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る

な
ら
ば
、
こ
の
図
像
も
そ
の
ル
ー
ツ
に
お
い
て
ネ
メ
シ
ス
像
に
由
来
し
た
可

能
性
が
高
い
35

。

　

ま
た
こ
の
関
連
で
、
ほ
ぼ
同
時
代
か
ら
そ
れ

以
降
の
同
じ
工
房
、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
を
含

む
他
地
域
の
工
房
で
制
作
さ
れ
た
写
本
と
象
牙

細
工
に
、
獣
を
踏
み
つ
け
て
そ
の
上
に
立
つ
キ

リ
ス
ト
像
が
し
ば
し
ば
登
場
し
て
い
る
こ
と
も

注
目
に
値
す
る
36

。
ザ
ク
ス
ル
そ
の
他
の
先
行

研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
の
図
像
は
「
詩
篇
」
九

一
・
一
三
の
「
あ
な
た
は
蛇aspis

と
バ
ジ
リ

ス
クbasiliscus

を
踏
み
つ
け
て
歩
き
／
獅
子

leo

と
ド
ラ
ゴ
ンdraco

を
踏
み
つ
ぶ
す
」
37

と
関
わ
っ
て
い
る
。
実
際
に
、
二
頭
の
幻
獣
を

含
む
四
頭
の
獣
を
キ
リ
ス
ト
の
足
下
に
描
く
も

の
も
あ
る
が
38

、
九
世
紀
以
降
の
「
詩
篇
」
や

「
福
音
書
」
の
挿
絵
に
は
、
獅
子
と
蛇
を
踏
み

つ
け
る
図
像
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
（
図
⑮
）。

獅
子
は
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
が
言
う
よ
う
に
「
傲

慢
」
の
寓
意
で
あ
る
。
龍
や
蛇
は
聖
書
の
伝
統

的
文
脈
に
お
い
て
悪
魔
と
結
び
つ
い
て
お
り
、

ま
た
、
悪
魔
の
そ
そ
の
か
す
人
間
の
悪
し
き
欲

図⑮　ライオンとバジリスクを踏みつけるキリ
スト、象牙細工、

　　　ロルシュ福音書のブックカバー、
　　　九世紀初頭、ヴァティカン、
　　　使徒図書館所蔵

図⑯　イザヤの幻視、象牙細工、
　　　9～10世紀、オルレアン、
　　　歴史博物館
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望
（
悪
徳
）
を
心
の
内
な
る
〈
獣
〉
と
見
る
比
喩
も
古
く
か
ら
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
マ
タ
イ
そ
の
他
の
福
音
書
が
語
る
悪
魔
の
誘
惑
に
耐
え
た
キ

リ
ス
ト
に
倣
っ
て
荒
れ
野
へ
向
か
っ
た
初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
士
や
教
父

た
ち
が
、「
詩
篇
」
九
一
・
一
三
の
獣
を
踏
み
つ
け
る
キ
リ
ス
ト
の
表
象
に
、

自
身
を
誘
惑
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
悪
徳
に
対
す
る
確
固
た
る
勝
利
の
姿
を
見
た

こ
と
も
確
か
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
先
行
研
究
が
考
察
す
る
「
詩
篇
」
九
一
・
一
三
の
図
像
伝
統
に

お
い
て
は
、
悪
魔
や
悪
霊
は
あ
く
ま
で
も
獣
の
姿
を
と
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
本
稿
で
注
目
し
て
き
た
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
以
来
の
、
そ
し
て
ま
た
、

十
二
世
紀
の
ロ
マ
ネ
ス
ク
建
築
レ
リ
ー
フ
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
一
世
を
風
靡

し
た
〈
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
〉
の
よ
う
な
、
人
間
を
踏
み
つ
け
る
キ
リ

ス
ト
像
に
は
言
及
が
な
い
。
と
は
い
え
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
の
制
作
と
さ

れ
る
オ
ル
レ
ア
ン
の
象
牙
細
工
は
、
そ
の
よ
う
な
図
像
が
た
し
か
に
存
在
し

た
こ
と
を
証
し
て
い
る
（
図
⑯
）
39

。
中
央
に
す
わ
る
キ
リ
ス
ト
は
左
手
で

膝
に
置
い
た
小
さ
な
本
を
支
え
、
右
手
に
も
つ
小
さ
な
巻
物
を
向
か
っ
て
左

側
の
人
物
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
八
〜
十
一
世
紀
の
象
牙
細
工
に
関
す

る
重
要
基
礎
文
献
の
著
者
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
こ
の
図
像
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。
天
使
の
一
人
が
炭
火
を
そ
の
口
元
に
差
し
出
し
て
い
る

右
側
の
人
物
は
、「
イ
ザ
ヤ
書
」
六
・
六
に
物
語
ら
れ
る
預
言
者
イ
ザ
ヤ
を

描
い
て
お
り
、
こ
れ
と
対
置
さ
れ
る
右
側
の
人
物
は
、
イ
ザ
ヤ
の
幻
視
と
照

応
す
る
内
容
を
も
つ
「
黙
示
録
」
の
著
者
、
福
音
伝
道
者
ヨ
ハ
ネ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
二
つ
の
裸
の
人
間
の
よ
う
な
も
の
（
罪
？
）
が
キ
リ
ス
ト
の

足
に
踏
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
図
像
上
部
の
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
町

の
中
央
に
は
、
キ
リ
ス
ト
の
た
め
に
天
蓋
付
き
の
玉
座
が
用
意
さ
れ
て
い

る
40

。「
二
つ
の
人
間
の
よ
う
な
も
の
」
に
つ
い
て
、
ゴ
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト

は
疑
問
符
を
付
し
て
断
定
を
避
け
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
本
稿
の
文
脈
に

置
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
キ
リ
ス
ト
に
敗
北
し
た
も
の

た
ち
で
あ
り
、
イ
ザ
ヤ
や
ヨ
ハ
ネ
の
語
る
神
に
背
い
た
罪
人
た
ち
を
意
味
し

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
図
像
は
、
最
後
の
審
判
の
日
に
罪

人
た
ち
が
滅
ぼ
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
が
輝
か
し
い
勝
利
を
収
め
る
こ
と
を
暗
示

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
人
間
を
踏
み
つ
け
る
キ
リ
ス
ト
座
像
の
起
源
は
ど
こ
に
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
探
索
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
図
像
伝
統
に
お
い
て
は
、
ラ

ヴ
ェ
ン
ナ
の
五
世
紀
の
石
棺
に
刻
ま
れ
た
、
右
足
で
獅
子
を
、
左
足
で
蛇
を

踏
み
つ
け
る
キ
リ
ス
ト
座
像
に
辿
り
つ
く
だ
ろ
う
41

。
こ
こ
で
キ
リ
ス
ト
は

右
手
を
挙
げ
、
左
手
に
巻
物
を
も
っ
て
い
る
が
、
ザ
ク
ス
ル
は
こ
の
二
頭
の

獣
を
踏
み
つ
け
る
座
像
が
八
世
紀
、
と
り
わ
け
十
世
紀
以
降
に
、
本
と
杖
を

手
に
し
た
立
像
に
改
変
さ
れ
て
か
な
り
広
く
出
回
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
42

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
こ
れ
ら
と
時
期
を
同
じ
く
す
る
移
行

期
の
こ
の
象
牙
細
工
座
像
は
、
本
と
巻
物
の
双
方
を
手
に
し
て
智
者
キ
リ
ス

ト
の
威
厳
を
示
す
と
と
も
に
、
最
後
の
審
判
を
示
唆
し
つ
つ
、
ま
た
本
稿
で

焦
点
を
当
て
て
き
た
〈
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
〉
の
図
像
伝
統
、
す
な
わ
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ち
キ
リ
ス
ト
教
の
勝
利
を
確
信
し
つ
つ
、
現
世
に
お
い
て
美
徳
の
実
践
を
慫

慂
す
る
図
像
伝
統
の
ほ
う
へ
と
歩
み
寄
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。

　

そ
も
そ
も
「
詩
篇
」
は
、
中
世
を
通
じ
て
最
も
多
く
筆
写
さ
れ
、
挿
絵
が

施
さ
れ
、
折
に
触
れ
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
た
書
物
で
あ
っ
た
。
聖
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
会
則
も
、
一
週
間
に
一
度
「
詩
篇
」
す
べ
て
を
唱
え
る
こ

と
を
義
務
づ
け
て
お
り
、
そ
の
詩
行
は
細
部
に
わ
た
っ
て
精
確
に
修
道
士
の

頭
に
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
の
勝
利
を
象
徴
す
る

「
詩
篇
」
九
一
・
一
三
の
挿
絵
図
像
〈
蛇
を
踏
み
つ
け
る
キ
リ
ス
ト
〉

C
hristus

super
aspidem

が
、「
詩
篇
」
一
一
〇
・
三
の
「
わ
た
し
は
あ
な

た
の
敵
を
あ
な
た
の
足
台
と
し
よ
う
」
43

の
挿
絵
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い

た
と
い
う
事
実
は
、
キ
リ
ス
ト
の
踏
み
つ
け
る
、
言
葉
通
り
に
は
人
間
の

「
敵
」
を
、
心
の
内
な
る
「
敵
」、
す
な
わ
ち
悪
徳
と
読
み
替
え
、
獣
と
し
て

表
象
す
る
伝
統
が
早
く
か
ら
存
在
し
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
四
旬
節
の
断

食
と
改
悛
の
時
期
に
は
、
修
道
士
は
個
々
の
心
の
内
な
る
悪
霊
と
闘
う
な
か

で
「
詩
篇
」
九
一
・
一
三
を
繰
り
返
し
唱
え
る
の
を
常
と
し
た
44

。
こ
こ
で

の
キ
リ
ス
ト
の
敵
と
は
個
々
の
キ
リ
ス
ト
者
の
敵
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
勝

利
と
は
キ
リ
ス
ト
者
が
個
々
に
獲
得
す
べ
き
信
仰
の
勝
利
で
あ
っ
た
か
ら
、

勝
利
す
べ
き
敵
は
獣
の
姿
を
し
た
人
間
で
も
あ
り
、
人
間
の
姿
を
し
た
獣
で

も
あ
り
え
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
か
ら
サ
ク
ソ
ン
朝
に
か
け
て
の
時
代
は
、
宮

廷
が
率
先
し
て
美
徳
を
重
ん
じ
、
聖
職
者
と
と
も
に
そ
の
教
説
の
普
及
に

尽
力
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ル
大
帝
が
自
身
の
宮
廷
に
招
聘
し
て
重

ん
じ
た
イ
ギ
リ
ス
の
学
者
ア
ル
ク
ィ
ン
（
七
三
○
／
四
○
年
代
〜
八
○
四
）
が
、

古
代
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
直
接
的
に
汲
む
『
美
徳
と
悪
徳
の
書
』D

e

virtu
tib

u
s et vitiis lib

er

を
著
し
て
、
大
帝
に
八
つ
の
美
徳
と
悪
徳
の
教
え

を
講
じ
て
い
た
と
い
う
事
実
45

も
ま
た
、
宮
廷
周
辺
で
悪
徳
と
美
徳
の
対
比
、

悪
徳
に
勝
利
す
る
美
徳
の
観
念
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ

る
。
Be
写
本
の
図
像
が
、
五
世
紀
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
挿
絵
入
り
の
原
写

本
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
た
の
か
、
途
中
か
ら
組
み
込
ま
れ
た
も
の
か
、
あ

る
い
は
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
古
典
復
興
の
流
れ
の
な
か
で
、
イ
タ
リ
ア
や
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
現
物
を
参
照
し
て
案
出
さ
れ
た

も
の
か
を
判
断
す
る
決
め
手
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、『
プ
シ
コ
マ

キ
ア
』
の
詩
人
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
そ
の
人
が
、
同
じ
五
世
紀
始
め
の
『
殉

教
者
の
冠
』
で
、
さ
ま
ざ
ま
の
悪
徳
を
果
敢
に
退
け
る
殉
教
者
聖
ア
グ
ネ
ス

を
、「
こ
れ
ら
（
悪
徳
）
を
踏
み
つ
け
、
立
っ
た
ま
ま
龍
の
頭
を
踵
で
押
さ
え

つ
け
て
足
で
踏
み
に
じ
る
」
と
描
写
し
て
い
る
の
を
見
れ
ば
46

、
闘
技
場
的

（
あ
る
い
は
劇
場
的
）
身
ぶ
り
で
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
の
姿
は
、
す
で
に

ロ
ー
マ
古
代
末
期
に
お
い
て
、
悪
徳
に
勝
利
す
る
美
徳
一
般
に
敷
衍
可
能
な

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
定
型
的
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
古
い
起
源
を
も
つ
図
像
が
、
九
世
紀
以
降
の
カ
ロ
リ
ン
グ
朝

文
化
圏
で
、
悪
徳
に
対
す
る
美
徳
の
勝
利
を
代
表
す
る
表
象
と
し
て
、『
プ
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シ
コ
マ
キ
ア
』
を
離
れ
た
文
脈
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
あ
る
意

味
で
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

十
一
世
紀
に
入
る
と
、
美
徳
と
悪
徳
の
教
え
を
説
く
他
の
写
本
挿
絵
に

も
、
悪
徳
を
踏
み
つ
け
て
そ
の
上
に
立
つ
美
徳
の
図
像
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
例
え
ば
バ
ン
ベ
ル
ク
の
「
黙
示
録
」
写
本
（
一
〇
〇
一
〜
二
年
制
作
）

で
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
モ
ー
セ
、
ダ
ヴ
ィ
デ
、
ヨ
ブ
を
そ
れ
ぞ
れ
導
く
尼
僧

姿
の
美
徳
が
裸
体
女
性
の
悪
徳
を
踏
み
つ
け
て
槍
を
突
き
立
て
て
い
る
。
各

ペ
ア
の
挿
絵
の
上
に
は
、Jussa

D
ei

com
plens.

「
神
の
命
じ
る
こ
と
を
成

し
遂
げ
よ
」、M

undo
sis

corpore
splendens.

「
全
世
界
に
輝
か
し
く
あ

れ
」、Poeniteat

culpae.

「
罪
に
厳
し
く
あ
れ
」、Q

uid
sit

patientia
disce.

「
忍
耐
と
は
何
か
を
学
べ
」
と
い
う
銘
47

が
記
さ
れ
、
こ
の
写
本
の
所
有
者
、

神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
オ
ッ
ト
ー
三
世
が
実
現
し
た
い
と
願
っ
た
四
つ
の
道

　図⑰　悪徳に対する美徳の勝利、
　　　　バンベルク「黙示録」写本、1001-2年

図⑱　悪魔を踏みつける〈貞潔〉、
　　　モワサックで制作された写本「美徳と悪徳の闘い」の挿絵、
　　　パリ国立博物館所蔵、11世紀
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徳
的
行
為
、「
神
へ
の
従
順
」、「
清
廉
」、「
悔
悟
」、「
忍
耐
」
の
美
徳
が
強

調
さ
れ
て
い
る
（
図
⑰
）。
い
く
つ
か
の
経
路
を
た
ど
っ
て
、
悪
徳
を
踏
み

つ
け
る
美
徳
の
姿
が
〈
悪
徳
に
勝
利
す
る
美
徳
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
代
表
す
る

図
像
と
し
て
、
中
世
初
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
定
着
し
始
め
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
こ
の
世
紀
の
末
に
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
神
学
論
文
「
美
徳
と

悪
徳
の
闘
い
」（
南
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ワ
サ
ッ
ク
で
成
立
）
の
写
本
挿
絵
48

に
も
、

ル
ク
ス
リ
ア
と
対
決
す
る
貞
潔C

astitas

が
悪
魔
を
両
足
で
踏
み
つ
け
る
姿

で
描
か
れ
て
お
り
、
先
行
形
態
か
ら
は
か
な
り
逸
脱
し
な
が
ら
も
、
美
徳
の

勝
利
を
示
す
定
型
が
広
く
浸
透
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。こ
う
し
て
、

十
二
世
紀
に
西
フ
ラ
ン
ス
に
点
在
す
る
ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
建
築
の
ア
ー
チ
型

レ
リ
ー
フ
に
こ
の
図
像
が
流
行
し
、
キ
リ
ス
ト
の
勝
利
と
と
も
に
、
美
徳
の

勝
利
が
高
ら
か
に
、
威
圧
的
な
姿
を
と
っ
て
民
衆
に
喧
伝
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
準
備
が
次
第
に
整
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。（
未
完
）

1　
『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
の
ル
ク
ス
リ
ア
像
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
ウ
ェ
ヌ
ス
と
ア
モ

ル
の
変
容
―
恋
愛
と
贅
沢
と
モ
ラ
ル
を
め
ぐ
る
考
察
―
（
Ⅱ
）」
名
古
屋
大
学
大
学
院

国
際
言
語
文
化
研
究
科
『
言
語
文
化
論
集
』
第
三
二
巻
、
第
一
号
（
二
○
一
一
）
一
〜

十
九
頁
、
を
参
照
の
こ
と
。

2　

エ
ミ
ー
ル
・
マ
ー
ル
は
ま
だ
、
ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
扉
口
上
部
ア
ー
チ
を
飾
っ
た

図
像
を
も
っ
ぱ
ら『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』か
ら
の
影
響
と
し
て
一
義
的
に
解
釈
し
て
い
る
。

cf. É
m

il M
âle, L

’A
rt relig

ieu
x

 d
u
 X

III
e siècle en

 F
ra

n
ce, pp.100-106.

邦
訳
、
エ

ミ
ー
ル
・
マ
ー
ル
『
ゴ
シ
ッ
ク
の
図
像
学
』
上
、田
中
仁
彦
他
訳
、中
世
の
図
像
体
系
３
、

国
書
刊
行
会
、
一
七
一
〜
八
一
頁
。
ま
た
、
当
時
の
巡
礼
路
に
あ
っ
た
ロ
マ
ネ
ス
ク

建
築
の
彫
刻
細
部
写
真
を
網
羅
的
に
収
録
す
るA

. K
ingsley Porter, R

o
m

a
n
esq

u
e 

S
cu

lp
tu

re o
f th

e P
ilg

rim
a
g
e R

o
a
d
s, 3 vols, B

oston, 1923 (R
eprint, N

ew
 Y

ork, 

1985
2)

も
、
美
徳
と
悪
徳
の
闘
い
を
示
す
図
像
に
は
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、「
プ
シ
コ
マ

キ
ア
」
と
い
う
説
明
を
付
し
て
い
る
。

3　

教
会
レ
リ
ー
フ
に
お
け
る
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
の
造
形
に
は
、
東
方
美
術

（
ル
ー
ツ
は
エ
ジ
プ
ト
と
シ
リ
ア
の
古
代
文
明
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
）
か
ら
の

影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。cf. B

ernhard Schw
eizer, D

E
A

 N
E

M
E

SIS R
E

G
IN

A
, 

in
A

rch
ä

o
lo

g
isch

er A
n

zeig
er, B

eib
la

tt zu
m

 Ja
h

rb
u

ch
 d

es d
eu

tsch
en

 a
rch

ä
o

lo
g

i-

sch
en

 In
stitu

ts, 46, 1931, p
p.175-246. / A

d
o

lf K
atzen

ellen
b

ogen
, A

lleg
o

ries 

o
f th

e V
irtu

es a
n

d
 V

ices in
 M

ed
ia

eva
l A

rt, L
ondon, T

he W
arburg Institute, 

1939/1977 (reprint), p.11.

4　

E
vagrios Pontikos

（ca.345

）は
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
一
人
。
ロ
ー
マ
属
州
で
あ
っ

た
小
ア
ジ
ア
の
ポ
ン
ト
ゥ
ス
生
ま
れ
。
教
育
を
受
け
た
後
、
キ
リ
ス
ト
教
会
で
の
位

階
的
栄
誉
を
得
た
が
、
世
俗
的
欲
求
を
捨
て
る
た
め
に
修
道
士
と
な
っ
て
エ
ジ
プ
ト
へ

赴
き
、
禁
欲
的
生
活
を
送
っ
た
。
没
後
に
異
端
宣
告
を
受
け
た
が
、
東
西
キ
リ
ス
ト

教
の
修
道
制
の
伝
統
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
思
想
家
、
著
述
家
と
し
て
名
高
い
。cf. 

C
olum

ba Stew
art O

sb, E
vagrius Ponticus and the “E

ight G
eneric L

ogism
oi”, 

in R
ichard N

ew
hauser (ed.), In

 th
e G

a
rd

en
 o

f E
vil: T

h
e V

ices a
n

d
 C

u
ltu

re in
 

th
e M

id
d

le A
g
es, 2005, pp.3-34. / E

vagle le Pontique, T
ra

ité p
ra

tiq
u

e, 1976. / 

鈴
木
順
「
資
料
翻
訳
と
紹
介
エ
ヴ
ァ
グ
リ
オ
ス
・
ポ
ン
テ
ィ
コ
ス
『
ス
ケ
ン
マ
タ
』」

東
京
大
学
宗
教
学
年
報
、
二
一
号
、
二
○
○
四
年
、
一
六
七
〜
一
七
七
頁
。
／
同
「
資

料
翻
訳
と
紹
介
エ
ヴ
ァ
グ
リ
オ
ス
新
発
見
ギ
リ
シ
ア
語
断
片
資
料
」
東
京
大
学
宗
教

学
年
報
、
二
三
号
、
二
○
○
六
年
、
一
二
一
〜
一
三
一
頁
。
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5　

エ
ヴ
ァ
グ
リ
オ
ス
は
、
彼
が
最
初
に
名
指
し
た
こ
の
悪
徳
を
、
苦
行
僧
の
心
を

包
み
込
み
次
第
に
理
性
を
窒
息
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
と
描
写
し
て
お
り
、
こ
こ
に
は

彼
の
実
体
験
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
が
こ
の

「
無
関
心
／
無
気
力
」
に
抗
す
る
手
段
と
し
て
手
仕
事
を
推
奨
し
た
た
め
、
教
皇
グ
レ

ゴ
リ
ウ
ス
一
世
に
よ
っ
て
中
世
に
媒
介
さ
れ
たakedía

は
「
怠
惰
」
を
意
味
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。cf. O

sb, ib
id

., p.31-32.

6　

O
sb, ib

id
., p.25 and note 112.

こ
の
教
説
が
隠
者
の
修
道
生
活
を
脅
か
す
悪
徳

へ
の
警
鐘
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
広
く
在

俗
信
者
の
た
め
の
教
え
で
は
な
い
。

7　

Johannes C
assianus

（ca.
360-435

）
は
ギ
リ
シ
ア
教
父
の
一
人
で
聖
人
。
古

典
教
育
を
受
け
た
後
に
エ
ジ
プ
ト
で
苦
行
僧
生
活
を
送
り
、
そ
の
後
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ

ノ
ー
プ
ル
の
大
司
教
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ク
リ
ュ
ソ
ス
ト
モ
ス
の
弟
子
と
な
っ
た
。
四
○
五

年
に
陰
謀
に
巻
き
込
ま
れ
た
師
を
ロ
ー
マ
で
弁
護
し
て
い
る
。
四
一
五
年
頃
に
マ
ル

セ
イ
ユ
で
男
子
修
道
院
と
女
子
修
道
院
を
設
立
し
、
著
述
生
活
を
送
っ
た
。

8　

cf. C
arole Straw

, G
regory, C

assian, and the C
ardinal V

ices, in N
ew

hauser 

(ed.),
ib

id
., I., 2. pp.35-58.; John C

assian, T
h

e C
o

n
feren

ces o
f Jo

h
n

 C
a

ssia
n,

T
ranslation &

 N
ote by E

dgar C
.S. G

obson, 1894, 5.14 and note 27.

（http://
w

w
w

.ccel.org/ccel/cassian/conferences.pdf

）

９　

古
代
ロ
ー
マ
人
の
闘
技
場
的
想
像
力
に
関
し
て
は
、
プ
ル
デ
ン
テ
ィ
ウ
ス
の
『
プ

シ
コ
マ
キ
ア
』
に
も
影
響
を
与
え
た
と
さ
れ
る
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
（
一
六
○
頃
〜

二
二
五
頃
）
の
著
作
『
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
に
つ
い
て
』D

e
spectaclis

に
も
言
及
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
は
、
サ
ー
カ
ス
、
闘
技
場
、
劇
場
な

ど
の
見
世
物
に
熱
中
す
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
世
俗
的
娯
楽
を
断
念
す
る
よ
う
説

く
な
か
で
、
こ
の
地
上
の
娯
楽
と
対
置
し
て
、
異
教
と
の
闘
い
（
後
述
す
る
よ
う
に
、

こ
こ
に
も
「
異
教
の
神
々
を
踏
み
つ
け
る
」calcas

deos
nationum

と
い
う
特
徴
的

表
現
が
見
ら
れ
る
）、
悪
霊
の
排
斥
、
神
に
面
を
向
け
た
生
き
方
な
ど
を
、
キ
リ
ス
ト

教
徒
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
と
し
て
呈
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
諸
々

の
悪
徳
の
美
徳
に
よ
る
克
服
（「
貞
潔
に
打
ち
倒
さ
れ
る
淫
乱
」、「
信
仰
に
殺
害
さ
れ

る
不
誠
実
」、「
憐
憫
に
押
し
潰
さ
れ
る
冷
酷
」、「
慎
み
に
追
い
や
ら
れ
る
無
思
慮
」
な

ど
の
記
述
は
、
ま
だ
擬
人
化
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
を
思
わ

せ
る
）
を
「
わ
れ
わ
れ
に
お
け
る
闘
いapud

nos
agones

」
と
見
な
し
て
、
闘
技
場

に
お
け
る
闘
い
の
勝
利
に
置
き
換
え
る
。
ま
た
、
闘
技
場
で
流
さ
れ
る
血
を
渇
望
す

る
人
々
に
対
し
て
は
、「
キ
リ
ス
ト
の
（
流
し
た
）
血
が
あ
る
で
は
な
い
か
」
と
挑
発

的
な
言
葉
を
記
し
て
い
る
（
二
九
）。
彼
に
よ
れ
ば
、〈
最
後
の
審
判
〉
は
世
俗
世
界

の
何
に
も
勝
る
最
大
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
で
あ
る
（
三
○
）。
つ
ま
り
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ

ス
は
、
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
教
え
導
く
に
当
た
っ
て
、
闘
技
場
的
ス
ペ
ク
タ

ク
ル
に
耽
溺
す
る
人
々
の
血
腥
い
想
像
力
に
訴
え
、
自
ら
そ
れ
を
用
い
て
い
る
の
で

あ
る
。cf. T

ertullian, A
p
o
lo

g
y
 a

n
d
 D

e S
p
ecta

cu
lis. w

ith an E
nglish translation 

by T. R
. G

lover, L
oeb C

lassical L
ibrary, 1931/84, pp.294-97.

10　

G
regorius

M
agnus

（ca.
540-604

）
は
ロ
ー
マ
の
門
閥
出
身
。
古
典
教
育
を
受

け
て
最
初
は
政
治
家
を
目
ざ
し
た
が
、
そ
の
後
修
道
士
と
な
り
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修

道
院
を
設
立
。
ロ
ー
マ
教
会
の
代
理
人
と
し
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
滞
在

し
た
後
、
五
九
〇
年
に
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
世
と
な
る
。

11　

Straw
, ib

id
., p.48-52.

ス
ト
ロ
ー
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
描
く
傲
慢
な
人
々
の
姿

は
、
例
え
ば
『
イ
ー
リ
ア
ー
ス
』
の
世
界
、
怒
り
狂
う
ア
キ
レ
ウ
ス
を
思
わ
せ
る
と

い
う
（p.50

）。

12　

cf. ib
id

., p.56.; R
o

b
ert M

ark
u

s, G
rego

ry th
e G

reat’s ‘R
ecto

r’ an
d

 H
is 

G
en

esis, in
 G

ré
g
o

ire
 le

 G
ra

n
d, ed

. Jacq
u

es F
o

n
tain

e, R
o

b
ert G

illet, S
tan 

P
ellistrandi (P

aris, 1986), pp.137-46.

堕
落
し
た
修
道
士
、
聖
職
者
、
在
俗
信
者

の
有
力
者
た
ち
（
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
こ
の
い
ず
れ
に
もrector

と
い
う
呼
称
を
用
い
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て
い
る
）
に
つ
い
て
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
描
写
は
、
中
世
著
述
家
の
定
型
と
な
っ
た
。

中
世
の
著
作
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
定
型
の
多
用
は
、
修
辞
的
伝
統
一
般
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
現
実
に
即
し
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
疑
問
を
抱

か
せ
る
場
合
が
多
い
。
現
実
が
同
様
で
あ
る
か
ら
定
型
が
流
布
す
る
の
か
、
定
型
の

根
強
い
拘
束
力
が
現
実
に
即
し
た
描
写
を
妨
げ
る
の
か
。
ま
た
、
一
族
郎
党
を
巻
き

込
ん
だ
門
閥
市
民
の
血
讐
は
十
世
紀
頃
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
頻
繁
に
生
じ
る
よ

う
に
な
っ
た
現
象
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
一
族
の
名
誉
問
題
と
中
世
都
市
の
興
隆
、

キ
リ
ス
ト
教
の
美
徳
と
悪
徳
を
め
ぐ
る
教
説
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究

課
題
と
し
た
い
。

13　

挿
絵
入
り
写
本
の
制
作
年
代
と
相
互
的
影
響
関
係
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の

古
典
的
研
究
を
参
照
。R

. Stettiner, D
ie illu

strierten
 P

ru
d
en

tiu
sh

a
n
d
sch

riften

(T
extband), J.S.P

reuss, B
erlin 1895, (T

afelband) G
rote, B

erlin 1905. / H
elen 

W
oo

d
ruff, T

h
e illu

stra
ted

 M
a

n
u

scrip
ts o

f P
ru

d
en

tiu
s, R

ep
rinted

 from
 A

R
T

 

ST
U

D
IE

S, 1929.

14　

カ
ッ
ツ
ェ
ン
エ
レ
ン
ボ
ー
ゲ
ン
は
、
こ
の
図
像
が
描
か
れ
て
い
る
写
本
と
そ
の

箇
所
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
Be
と
同
じ
く
B2

写
本
に
も
第
三
六
行
に
合
わ
せ
て
こ
の

図
像
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
と
図
像
と
の

相
応
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。B

2 fol.115v. (Stettiner, T
afel.167). 

cf. K
atzenellenbogen, ib

id
., p.15, note 1.

15　

P
rudentius, P

sy
ch

o
m

a
ch

ia

の
翻
訳
は
家
入
敏
光
訳
『
日
々
の
参
加
・
霊
魂
を

め
ぐ
る
戦
い
』
創
文
社
、
一
九
六
七
年
、
を
使
用
し
、
必
要
に
応
じ
て
原
文
に
沿
っ

て
改
め
た
。

16　

B
e: B

ern, Stadtbibl. M
s. N

o.264.

シ
ュ
テ
ッ
テ
ィ
ナ
ー
は
九
世
紀
末

（Stettiner, ib
id

., p.16

）、
ウ
ッ
ド
ラ
フ
は
十
世
紀
前
半
と
し
て
い
る
（W

oodruff, 

ibid., p.43

）。
な
お
、
こ
の
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
系
統
の
写
本
は
二
八
五
行
か
ら
欠
落
し
て

い
る
の
で
、
節
制
と
快
楽
の
戦
い
以
降
の
挿
絵
は
な
い
。
シ
ュ
テ
ッ
テ
ィ
ナ
ー
は
こ

の
写
本
の
人
物
た
ち
の
彫
塑
的
表
現
か
ら
、
ロ
ー
マ
時
代
の
原
本
に
近
い
も
の
を
模

写
し
た
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。cf. Stettiner, ib

id
., p.69.

こ
れ
に
対
し
て
カ
ッ

ツ
ェ
ン
エ
レ
ン
ボ
ー
ゲ
ン
に
よ
れ
ば
、
A
-S
系
統
の
P1

や
Le1

の
挿
絵
の
ほ
う
が
テ

ク
ス
ト
に
沿
っ
て
描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
場
面
選
択
に
は
ロ
ー
マ
の
古
典
彫
刻
の
影

響
が
見
ら
れ
る
の
で
、
五
世
紀
の
原
本
を
最
も
忠
実
に
保
存
し
て
い
る
と
い
う
。cf. 

K
atzenellenbogen, ib

id
., p.4-5.

し
か
し
拙
稿
の
ル
ク
ス
リ
ア
の
挿
絵
に
つ
い
て
と

同
様
、こ
こ
で
注
目
し
て
い
る
〈
悪
徳
の
上
に
立
つ
美
徳
〉
像
の
ル
ー
ツ
に
つ
い
て
も
、

筆
者
は
む
し
ろ
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
-R
系
統
の
写
本
挿
絵
に
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
が
強
い

と
考
え
る
。
前
野
み
ち
子
「
ウ
ェ
ヌ
ス
と
ア
モ
ル
の
変
容
―
恋
愛
と
奢
侈
と
モ
ラ
ル

に
つ
い
て
の
考
察
―
Ⅱ
」、『
言
語
文
化
論
集
』
第
33
巻
第
１
号
、
二
〇
一
一
年
、
一

〜
一
九
頁
を
参
照
。

17　

挿
絵
入
り
写
本
の
系
統
と
略
号
文
献
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
そ
の
大
半

を
拙
稿
（
前
出
）
の
注
9
に
記
し
た
が
、
そ
こ
で
扱
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
以
下
に
挙
げ
る
。B

2: B
rüssel. B

ibl. royale. M
s. N

o. 10066-77. / B
3: B

rüssel. 

B
ibl. royale. M

s. N
o. 9968-72. / L

y: L
yon. B

ibl. du P
alais des A

rts. M
s. N

o.22. 

/ V
: V

alenxiennes. B
ibl. publice. M

s. N
o. 563. / L

o
3: L

ondon. B
ritish M

useum
. 

C
otton M

s. T
itus D

 X
V

I.　

な
お
、
写
本
制
作
年
代
に
つ
い
て
シ
ュ
テ
ッ
テ
ィ
ナ
ー

と
ウ
ッ
ド
ラ
フ
の
見
解
が
相
違
す
る
場
合
に
は
、
前
者
を
S
、
後
者
を
W
、
と
し
て

紹
介
し
た
。

18　

前
者
の
場
面
の
み
を
描
く
も
の
に
は
、
P1

（
十
世
紀
）、
V
（
十
一
世
紀
）、
B3

（
十
一
世
紀
）
の
三
点
が
あ
る
。
こ
の
場
面
選
択
は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
に
忠
実
に
挿

絵
を
施
す
傾
向
の
あ
る
R
系
統
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
（
P1

の

み
が
R
系
統
に
属
さ
ず
、
図
③
の
一
般
的
傾
向
か
ら
も
少
し
外
れ
て
い
る
）。
し
か
し

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
は
テ
ク
ス
ト
へ
の
完
璧
な
忠
実
さ
を
示
し
て
い
る
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美徳と悪徳の闘い

わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
「
信
仰
」
の
露
わ
な
肩
と
梳
ら
ぬ
髪
を
強
調
し
て
描
く
の

は
ベ
ル
ン
写
本
の
み
で
あ
り
、

Lo3

も
そ
れ
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
テ

ク
ス
ト
に
は
な
い
武
器
（
槍
）
を
描
き
込
ん
で
い
る
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
そ
の

他
の
写
本
で
こ
の
場
面
を
描
く
図
像
は
素
手
で
あ
る
が
（
B3

の
み
剣
を
振
り
か
ざ
し

て
い
る
）、
髪
や
衣
服
の
特
徴
は
テ
ク
ス
ト
と
は
異
な
り
、
し
か
も
多
く
が
短
い
頭
髪

の
上
に
帽
子
の
よ
う
な
も
の
を
の
せ
て
い
る
。

19　
〈
慈
善
〉
の
美
徳
は
こ
の
場
面
で
ロ
ー
マ
兵
風
に
装
っ
て
お
り
、
そ
の
前
の
場
面

（
図
⑧
）
と
様
相
を
異
に
し
て
い
る
が
、
同
じ
美
徳
を
描
く
際
の
服
飾
や
装
備
の
不
統

一
は
他
の
写
本
挿
絵
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

20　

因
み
に
、
リ
ヨ
ン
写
本
に
は
「
信
仰
」
と
「
偶
像
崇
拝
」
の
部
分
が
欠
損
し
て

い
る
の
で
、
そ
こ
で
も
同
様
の
挿
絵
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。

21　

フ
ラ
ン
ク
王
国
は
八
世
紀
半
ば
に
カ
ロ
リ
ン
グ
家
出
身
の
カ
ー
ル
・
マ
ル
テ
ル

（
六
八
六
〜
七
四
一
）
が
ト
ゥ
ー
ル
-ポ
ワ
テ
ィ
エ
間
の
戦
い
で
イ
ス
ラ
ム
軍
を
撃
退

し
、
そ
の
子
小
ピ
ピ
ン
が
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
を
開
い
た
。
ま
た
、
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
写
本

挿
絵
に
つ
い
て
は
、
ロ
ー
マ
風
写
実
主
義
の
影
響
と
と
も
に
、
ビ
ザ
ン
チ
ン
文
化
の

影
響
も
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

22　

cf. B
ernhard Schw

eitzer, ib
id

.

ギ
リ
シ
ア
神
話
本
来
の
ネ
メ
シ
ス
は
「
復
讐
神
」

で
は
な
く
、
犯
さ
れ
た
罪
に
対
す
る
正
当
な
報
い
を
も
た
ら
す
神
と
し
て
正
義
（dike 

/ them
is

）
と
共
に
あ
り
、
人
間
の
不
遜
（hybris

）
を
罰
す
る
神
で
も
あ
っ
た
。
シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
こ
の
神
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
以
降
、
演
劇
な
ど
の
競
争
、
運
動
競
技
、

恋
愛
、
剣
闘
、
戦
争
ま
で
を
も
含
む
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
戦
い
（agon

）
の
守
り
神
と

な
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

23　

S
ch

w
eitzer, ib

id
., p.214., cf. R

o
ed

er / Ip
p

el, D
en

k
m

ä
ler d

es P
eliza

eu
s-

M
u
seu

m
s zu

 H
ild

esh
eim

, 1921, p.166, no.434.

24　

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
は
、
旧
約
聖
書
『
詩
篇
』
一
一
○
冒
頭
の
「
わ
が
主
に
賜
っ

た
主
の
御
言
葉
。
／
「
わ
た
し
の
右
の
座
に
就
く
が
よ
い
。
／
わ
た
し
は
あ
な
た
の

敵
を
あ
な
た
の
足
台
と
し
よ
う
」」
に
、
こ
の
エ
ジ
プ
ト
的
伝
統
の
旧
約
世
界
へ
の
浸

透
を
見
て
い
る
。
ま
た
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
ト
リ
ス
テ
ィ
ア
』
第
八
歌
に
見
え

る
詩
句
「
ラ
ム
ヌ
ス
の
復
讐
女
神
（
ネ
メ
シ
ス
を
指
す
）
は
罰
に
値
す
る
者
た
ち
を

追
い
払
う
。
／
な
ぜ
お
前
ご
と
き
が
私
の
運
命
の
上
に
足
を
置
い
て
踏
み
に
じ
る
の

か
？
（E

xiget a! dignas ultrix R
ham

nusia poenas: / Im
posito calcas quod m

ea 

fata pede

）」（
九
〜
一
○
行
）
に
も
、勝
利
者
ネ
メ
シ
ス
像
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
。

cf. ib
id

., p.216. im
posito pede

は
「
足
を
上
に
置
い
て
」
の
意
味
だ
が
、pede

は
単

数
形
な
の
で
、一
般
的
に
は
前
述
し
た
図
⑥
の
よ
う
な
図
示
が
適
当
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
の
前
の
行
で
ネ
メ
シ
ス
に
言
及
し
、「
私
の
運
命
」
と
も
関
係
づ
け
て
い
る
の
で
、

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
が
当
時
流
布
し
て
い
た
ネ
メ
シ
ス
像
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
こ
と

は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。

25　

ネ
メ
シ
ス
の
寓
意
的
属
性
と
し
て
は
、（
運
命
の
）
輪
の
他
に
、
エ
レ
尺
（
物
差

し
）、
量
り
、
馬
勒
、
そ
し
て
グ
リ
フ
ォ
ン
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。Schw

eitzer, ib
id

.,

p.201.

26　

画
像
はW

ikipedia
C

om
m

ons

か
ら
借
用
し
た
（http://de.w

ikipedia.org/

w
/in

d
ex.p

h
p

?title=
D

atei: N
em

esis_G
etty_V

illa_96.A
A

.43.jp
g&

filetim
esta

m
p=

20070624203813

）。
ゲ
ッ
テ
ィ
博
物
館
（
米
）
所
蔵
。
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・
ピ
ウ

ス
の
皇
妃
フ
ァ
ウ
ス
テ
ィ
ー
ナ
を
模
し
て
そ
の
死
後
に
作
ら
れ
た
神
像
と
言
わ
れ
る
。

27　

cf. Schw
eitzer, ibid., F

ig.2, 4.

28　

中
世
に
お
い
て
も
、
輪
を
持
つ
、
あ
る
い
は
輪
を
回
す
異
教
神
「
運
命
」
の
図

像
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
世
俗
超
脱
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
利
用
さ
れ
続
け
た
。cf. 

H
ow

ard R
. P

atch, T
h
e G

o
d
d
ess F

o
rtu

n
a
 in

 M
ed

ia
eva

l L
itera

tu
re, C

am
bridge, 

M
ass. 1927/ 1967(R

eprint).
29　

cf. Schw
eitzer, ibid., pp.183-194. / Ingo H

erklotz, D
ie B

eratungsräum
e 
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C

alixtu
s’s II. im

 L
ateran

p
alast u

n
d

 ih
re F

resken
 K

u
n

st u
n

d
 P

ro
p

agan
d

a 

am
 E

nde des Investiturstreits, in Z
eitsch

rift fü
r K

u
n

stg
esch

ich
te, 54.B

d., H
.2 

(1989), pp.145-214.
30　

注
11
を
参
照
。

31　

シ
ュ
テ
ッ
テ
ィ
ナ
ー
も
ウ
ッ
ド
ラ
フ
も
こ
の
点
に
つ
い
て
は
意
見
が
一
致
し
て

い
る
。

32　

カ
ー
ル
大
帝
（
七
六
八
〜
八
一
四
）
以
降
の
カ
ロ
リ
ン
グ
朝
文
化
、
そ
し
て
カ
ー

ル
の
侵
攻
に
よ
り
そ
の
配
下
に
入
っ
て
ザ
ク
セ
ン
公
国
と
な
り
、
そ
の
後
勢
力
を
伸

張
し
て
ド
イ
ツ
王
、
初
代
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
を
出
す
に
至
る
ザ
ク
セ
ン
朝
の
文

化
、
つ
ま
り
八
世
紀
か
ら
十
世
紀
ま
で
の
、
ラ
イ
ン
河
畔
地
域
か
ら
広
範
に
ひ
ろ
が
っ

た
文
化
を
指
し
て
い
る
。L

uitpold W
allach, A

lcu
in

 a
n
d
 C

h
a
rlem

a
g
n
e: S

tu
d
ies in

 

C
a
ro

lin
g
ia

n
 H

isto
ry

 a
n
d
 L

itera
tu

re, Ithaca, 1959.

33　

す
で
に
カ
ー
ル
大
帝
の
時
代
に
、
大
帝
の
側
近
で
あ
っ
た
当
代
有
数
の
知
識
人

ア
ル
ク
ィ
ン
は
宮
廷
と
そ
の
周
辺
の
人
々
、
そ
し
て
修
道
士
の
教
育
に
力
を
注
い

だ
。
そ
の
後
、
大
帝
の
寵
臣
と
な
っ
た
テ
オ
デ
ュ
ル
フ
（
オ
ル
レ
ア
ン
司
教
、
七
五

〇
／
六
〇
〜
八
二
一
）
も
ま
た
一
般
人
向
け
の
公
立
学
校
創
立
の
た
め
に
尽
力
し

て
い
る
。
カ
ー
ル
大
帝
の
宮
廷
と
芸
術
・
文
化
に
つ
い
て
は
、cf. John B

eckw
ith, 

E
a

rly
 M

ed
ieva

l A
rt, L

ondon, 1969, pp.11-80. / D
w

ight D
. A

llm
an, Sin and 

the C
onstruction of C

arolingian K
ingship, in (ed.) R

ichard N
ew

hauser, T
h

e 

S
even

 D
ea

d
ly

 S
in

s: F
ro

m
 C

m
m

u
n

ities to
 In

d
ivid

u
a

ls, L
eid

en
/ B

oston
, 2007, 

pp.21-40.

34　

カ
ッ
ツ
ェ
ン
エ
レ
ン
ボ
ー
ゲ
ン
に
よ
れ
ば
、
悪
徳
を
踏
み
つ
け
る
美
徳
の
図
像

の
最
も
早
い
例
が
こ
の
象
牙
細
工
で
あ
る
と
い
う
。cf. K

atzenellenbogen, ib
id

.,

p.15.

35　

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
の
古
典
復
興
は
、
ロ
ー
マ
古
典
に
遡
る
ル
ネ
サ
ン
ス
で
は
な
く
、

す
で
に
キ
リ
ス
ト
教
化
し
た
六
世
紀
の
ロ
ー
マ
や
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
（
当
時
東
ロ
ー
マ
帝

国
の
イ
タ
リ
ア
政
府
が
置
か
れ
て
い
た
）の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
ア
ダ
・
グ
ル
ー
プ（
ア

ダ
・
ス
ク
ー
ル
、
あ
る
い
は
宮
廷
ス
ク
ー
ル
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
制
作
と
さ
れ
る
写

本
や
象
牙
細
工
の
職
人
た
ち
の
中
に
は
イ
タ
リ
ア
出
自
の
者
も
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
お
り
、
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
様
式
を
継
承
す
る
作
風
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

cf. B
eckw

ith, ib
id

., p.30.

36　

こ
の
図
像
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
八
世
紀
の
遺
跡
、
ラ
ス
ウ
ェ

ル
・
ク
ロ
ス
と
の
関
連
で
多
く
の
研
究
が
あ
る
。cf. F. Saxl, T

he R
uthw

ell C
ross, 

in
Jo

u
rn

a
l o

f th
e W

a
rb

u
rg

 a
n

d
 C

o
u

rta
u

ld
 In

stitu
tes, C

o
l.6 (1943), p

p.1-19./ 

K
athleen M

. O
penshaw

, W
eapons in the D

aily B
attle: Im

ages of the C
onquest 

of E
vil in the E

arly M
edieval P

salter, in T
h
e A

rt B
u
lletin, V

ol.75, N
o.1 (1993), 

pp.17-38. / M
eyer Schapiro, T

he R
eligious M

eaning of the R
uthw

ell C
ross, in 

T
h
e A

rt B
u
lletin, V

ol.26, N
o.4 (1944), pp.232-245. / R

udolf W
ittkow

er, E
agle 

and Serpent. A
 Study in the M

igration of Sym
bols, in Jo

u
rn

a
l o

f th
e W

a
rb

u
rg

 

In
stitu

te, V
ol.2, N

o.4 (1939), pp.293-325.

ザ
ク
ス
ル
に
よ
れ
ば
、
獣
を
踏
み
つ
け

て
そ
の
上
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
像
の
原
型
は
四
世
紀
の
初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
石
棺

レ
リ
ー
フ
に
遡
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
彼
は
、
同
時
代
の
ラ
ン
プ
の
装
飾
に
は
足
元

に
獣
を
従
え
た
（
あ
る
い
は
獣
を
踏
み
つ
け
た
）
キ
リ
ス
ト
に
両
側
か
ら
飛
び
来
る

天
使
を
配
し
た
図
像
が
あ
り
、
こ
れ
は
「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
」
四
・
六
〜
一
一

な
ど
が
語
る
キ
リ
ス
ト
の
誘
惑
の
場
面
と
関
わ
っ
て
い
る
と
し
て
、
エ
ウ
セ
ビ
ウ
ス

（
二
六
三
頃
〜
三
三
九
）
の
解
釈
を
紹
介
し
て
い
る
。
悪
霊
は
こ
れ
ら
荒
野
の
獣
た
ち

の
姿
を
借
り
て
キ
リ
ス
ト
を
誘
惑
し
よ
う
と
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
が
そ
れ
を
退
け
た

と
き
、
獣
た
ち
は
彼
が
救
世
主
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
彼
を
崇
拝
し
た
。
つ
ま
り
、

こ
の
天
使
を
配
し
た
図
像
で
は
、
悪
い
霊
が
去
っ
た
後
の
獣
た
ち
が
描
か
れ
て
い
る

と
い
う
（Saxl,

ib
id

., p.2, 12-3

）。
ザ
ク
ス
ル
は
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
が
龍
と
蛇
を
踏
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美徳と悪徳の闘い

み
つ
け
る
最
も
典
型
的
な
図
像
、
そ
し
て
、
ロ
ー
マ
風
の
軍
人
の
姿
を
と
っ
た
キ
リ

ス
ト
が
獅
子
と
蛇
を
踏
み
つ
け
る
図
像
（
ビ
ザ
ン
チ
ン
の
モ
ザ
イ
ク
に
現
れ
る
）
に

つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
因
み
に
、
ザ
ク
ス
ル
は
こ
の
図
像
の
出
自
を
ロ
ー
マ
の

ミ
ト
ラ
信
仰
（
牛
を
屠
る
た
め
に
そ
の
背
に
乗
る
ミ
ト
ラ
神
の
図
像
）
と
結
び
つ
け

て
い
る
が
、後
者
の
図
像
は
は
っ
き
り
別
系
統
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、シ
ュ

ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
、
敵
を

踏
み
つ
け
る
フ
ァ
ラ
オ
や
鰐
の
上
に
乗
る
ホ
ル
ス
神
な
ど
の
エ
ジ
プ
ト
的
想
像
力
と

習
合
し
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
に
流
れ
込
ん
だ
可
能
性
が
強
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

人
間
を
踏
み
つ
け
る
ネ
メ
シ
ス
像
と
同
じ
系
譜
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

37　

こ
の
詩
行
は
新
共
同
訳
聖
書
で
は
「
あ
な
た
は
獅
子
と
毒
蛇
を
踏
み
に
じ
り
／

獅
子
の
子
と
大
蛇
を
踏
ん
で
行
く
」
と
な
っ
て
お
り
、
バ
ジ
リ
ス
ク
や
ド
ラ
ゴ
ン
な

ど
の
幻
獣
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
「
詩
篇
」
ウ
ル
ガ
タ
・
ラ
テ
ン
語
写
本

に
付
さ
れ
た
挿
絵
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
、
シ
ャ
ピ
ロ
（
注
26
参
照
）
の
引
く
ウ

ル
ガ
タ
・
ラ
テ
ン
語
訳
（Super aspidem

 et basiliscum
 am

bulabis, et conculcabis 

leonem
 et draconem

. V
ulgate, P

salm
 xc, 13

）
か
ら
訳
し
直
し
た
。

38　

M
S. D

ouce 176. B
odleian L

ibrary, O
xford.

ア
ダ
派
（
宮
廷
派
）
の
作
品
と

さ
れ
る
象
牙
細
工
は
キ
リ
ス
ト
の
足
下
に
四
頭
の
獣
を
刻
ん
で
い
る
。
ま
た
、
九
世

紀
八
二
〇
年
頃
に
ラ
ン
ス
で
制
作
さ
れ
た
「
詩
篇
」
の
ユ
ト
レ
ヒ
ト
写
本
に
は
、九
〇
・

一
三
に
付
し
た
挿
絵
に
注
27
で
述
べ
た
よ
う
な
天
使
を
配
し
た
図
像
が
見
ら
れ
る
。

39　

A
d

o
lf G

o
ld

sch
m

id
t, D

ie
 E

lfe
n

b
e
in

sk
u

lp
tu

re
n

 a
u

s d
e
r Z

e
it d

e
r k

a
ro

-

lin
g
isch

en
 u

n
d
 sä

ch
sisch

en
 K

a
iser, V

III.-X
I. Ja

h
rh

u
n
d
ert, B

erlin, 1914, II B
and, 

pp.59-60, figure 193. IX
.-X

. c. O
rléans, H

istorisches M
useum

 (A
.11116).

40　
「
イ
ザ
ヤ
書
」
は
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
死
を
預
言
し
た
書
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
で
重

視
さ
れ
た
。
天
使
の
差
し
出
し
た
火
が
彼
の
口
を
浄
化
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
語

る
預
言
の
言
葉
は
真
実
と
な
る
の
で
あ
る
。

41　

ザ
ク
ス
ル
は
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
・
ス
ミ
ス
の
研
究
に
基
づ
い
て
こ
の
図
像
を
説

明
し
、
こ
れ
が
立
像
と
し
て
八
世
紀
以
降
、
と
り
わ
け
十
世
紀
以
降
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
か
な
り
多
く
出
回
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

42　

Saxl,
ib

id
., p.11, fig.17 and p.12.

43　

注
23
を
参
照
。

44　

O
penshaw

, ib
id

., p.17 and note 2, pp.25-26.

オ
ー
プ
ン
シ
ョ
ー
は
主
に
ア
ン

グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
詩
篇
写
本
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、

『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
写
本
に
も
窺
え
る
よ
う
に
、
ア
ン
グ
ロ
＝
サ
ク
ソ
ン
系
統
と
大
陸

カ
ロ
リ
ン
グ
朝
系
統
の
図
像
伝
統
は
相
互
に
影
響
関
係
が
あ
っ
た
。
ま
た
聖
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
ゥ
ス
と
そ
の
会
則
の
影
響
力
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
域
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
。

45　

cf. A
llm

an
, ib

id
., p

p.37-8. / W
allach

, ib
id

., P
art F

o
u

r. X
II A

lcu
in

 o
n 

V
irtues and V

ices.

46　
『
殉
教
者
の
冠
』（
成
立
時
期
は
、『
プ
シ
コ
マ
キ
ア
』
の
後
の
作
品
と
見
ら
れ
て

い
る
）
十
四
書
。
龍
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
と
お
り
悪
徳
の
象
徴
で
あ
る
（haec

calcat A
gnes ac pede proterit / stans et draconis calce prem

ens caput

）。cf. 
K

atzenellenbogen, ib
id

., p.16, note 1. / cf. P
rudentius, P

eristep
h

a
n

o
n, L

iber 

X
IV

, v.112-3. (L
oeb C

lassical L
ibrary, P

rudentius II).

47　

挿
絵
の
上
に
付
さ
れ
た
銘
は
剥
落
の
た
め
読
み
に
く
い
の
で
、
カ
ッ
ツ
ェ
ン
エ

レ
ン
ボ
ー
ゲ
ン
の
起
こ
し
た
文
字
に
よ
っ
て
訳
し
た
。cf. K

atzenellenbogen, ib
id

.,

note 3, and F
ig.14. B

am
berger A

pokalypse, Staatsbibliothek B
am

berg, 1001-

2.48　

C
o

n
flictu

s V
irtu

tu
m

 et V
itio

ru
m

, P
aris, B

ibl. N
atio

n
ale, M

s. lat. 2077. 

cf. S
u

san
n

e B
lö

cker, S
tu

d
ien

 zu
r Ik

o
n

o
g

ra
p

h
ie d

er sieb
en

 T
o

tsü
n

d
en

 in
 d

er 

n
ied

erlä
n
d
isch

en
 u

n
d
 d

eu
tsch

en
 M

a
lerei u

n
d
 G

ra
p
h
ik

 vo
n
 1

4
5
0

-1
5
6
0, 1993. 

こ

の
写
本
挿
絵
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
。
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