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『
聖
セ
ウ

ェ
リ
ヌ

ス
伝
』

に
み
る
聖
人
像

指

珠

恵

lま

じ

め

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
は
、
五
一
一
年
、

ナ
ポ
リ
近
郊
の
ル
ク
ル
ラ
ヌ
ム
修
道
院
の
院
長
で
あ
っ
た
エ
ウ
ギ
y
ピ
ウ
ス
に
よ
っ
て

書
か
れ
た
も
の
で
、
五
世
紀
後
半
の
属
州
ノ
リ
ク
ム
に
関
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
証
言
と
な
っ
て
い
る
。
ノ
リ
ク
ム
は
、

ほ
ぽ
今
日
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
相
当
す
る
ド
ナ
ウ
河
岸
の
国
境
の
属
州
で
、
当
時
し
ば
し
ば
異
民
族
の
侵
入
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
と
こ

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
と
と
も
に
ノ
リ
グ
ム
の
修
道
院
に
生
活

ハ
2
〉

し
、
四
八
二
年
の
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
死
後
、
他
の
弟
子
た
ち
と
と
も
に
イ
タ
リ
ア
に
移
住
し
て
ル
グ
ル
ラ
ヌ
ム
に
修
道
院
を
建
て
た
。

ろ
で
あ
っ
た
。
著
者
エ
ウ
ギ
ッ
ピ
ウ
ス
は
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
晩
年
の
弟
子
で
、

そ
こ
で
後
に
修
道
院
長
と
な
っ
た
彼
が
、
自
ら
の
体
験
と
年
長
者
た
ち
の
話
を
も
と
に
ノ
リ
グ
ム
に
お
け
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
生
涯
と

ハ
sv

活
動
を
書
き
記
し
た
の
が
、
こ
の
『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
で
あ
る
。

ま
ず
、
伝
記
の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。
伝
記
の
舞
台
は
、
主
に
ド
ナ
ウ
河
に
添
っ
た
河
岸
ノ
リ
ク
ム
の
諸
都
市
で
あ
る
。

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
「
ア
V

チ
ラ
の
死
仇
勺
東
方
パ
ン
ノ
ニ
ア
州
か
ら
ノ
リ
グ
ム
に
入
り
、
ま
ず
伝
記
中
で
ド
ナ
ウ
河
の
「
下
流
側
の
諸
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都
市
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
ア
ス
ト
ヮ
リ
ス
、

高
潔
さ
と
ゲ
ル
マ
ン
人
の
襲
撃
を
予
言
す
る
な
ど
の
奇
跡
を
起
こ
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
民
衆
の
信
望
を
得
、
指
導
的
な
地
位
に
つ
く
よ

コ
マ
ゲ
ニ
ス
、

フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
と
い
っ
た
諸
都
市
に
お
い
て
、
禁
欲
生
活
者
と
し
て
の

う
に
な
る
。
彼
は
フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
に
修
道
院
を
建
設
し
、
そ
こ
に
滞
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
の
名
戸
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、
と

り
わ
け
ゲ
ル
マ
ン
人
の
襲
撃
の
激
し
か
っ
た
ド
ナ
ウ
河
「
上
流
側
の
諸
都
市
」
、

す
な
わ
ち
ラ
ウ
リ
ア
ク
ム
、

ヨ
ウ
ィ
ア
コ
l
、
ボ
イ

オ
ト
ロ

l
、
さ
ら
に
ラ
エ
テ
ィ
ア
に
入
っ
て
バ
タ
ウ
ィ
ス
、

ク
イ
ン
タ
ニ
ス
、
ド
ナ
ウ
河
の
支
流
ザ
ル
ツ
ア
γ

ハ
河
沿
い
の
ユ

1
ウ
ア

オ
l

（
現
ザ
ル
ツ
ブ
ル
ク
）
、

ク
ク
リ
ス
と
い
っ
た
諸
都
市
に
招
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
こ
で
ゲ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
に
際
し
て
都
市

の
防
衛
を
指
導
し
た
り
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
王
た
ち
と
－
交
渉
し
て
捕
虜
の
解
放
に
努
め
た
。
彼
は
、
こ
こ
で
も
い
く
つ
か
の
修
道
院
を
建

設
し
て
人
々
の
信
仰
を
導
く
一
方
、
貧
者
へ
の
施
し
を
奨
励
し
て
住
民
の
生
活
の
安
定
を
は
か
っ
た
り
、
病
気
治
癒
な
ど
の
奇
跡
を
行

な
っ
た
。
し
か
し
ま
も
な
く
「
上
流
側
の
諸
都
市
」
は
ゲ
ル
マ
ン
人
の
攻
撃
に
よ
っ
て
破
滅
し
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
住
民
を
率
い
て

「
下
流
側
の
諸
都
市
」
へ
と
移
住
さ
せ
る
。
し
か
し
そ
こ
も
ゲ
ル
マ
ン
人
の
一
派
ル
ギ
l
族
の
支
配
下
に
入
り
、
貢
納
の
義
務
を
負
う

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
ル
ギ
I
族
の
王
と
の
交
渉
に
よ
り
、
貢
納
と
引
き
替
え
に
移
住
し
て
き
た
人
々
の
安
全
を
約

束
さ
せ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
ま
も
な
く
ノ
リ
ク
ム
の
住
民
が
イ
タ
リ
ア
に
移
住
し
、
蛮
族
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
、
と
予
言
す
る
。

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
自
身
は
イ
タ
リ
ア
移
住
の
実
現
を
見
る
こ
と
な
く
四
八
二
年
に
フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
の
修
道
院
で

亡
く
な
る
が
、
彼
の
死
後
、

ル
ギ
1
族
は
オ
ド
ア
ケ
ル
の
軍
と
戦
っ
て
敗
れ
、
そ
の
後
オ
ド
ア
ケ
ル
の
命
令
で
全
属
州
民
が
イ
タ
リ
ア

に
移
住
し
た
と
伝
記
は
伝
え
て
い
る
。
移
住
に
際
し
て
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
弟
子
た
ち
は
、
師
の
遺
言
に
従
っ
て
彼
の
遺
体
を
携
え
て
ゆ

き
、
最
終
的
に
ル
ク
ル
ラ
ヌ
ム
に
埋
葬
し
て
、
そ
の
地
に
修
道
院
を
建
て
た
。
彼
の
壮
麗
な
葬
儀
の
様
子
を
伝
え
て
伝
記
は
終
わ
っ
て

い
る
。



さ
て
、
こ
の
『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
は
、
歴
史
的
背
景
の
描
写
の
占
め
る
比
重
が
大
き
く
、
聖
人
伝
と
し
て
は
異
彩
を
放
っ
て
い

る
た
め
、
史
料
と
し
て
も
注
目
さ
れ
、
戦
後
特
に
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
。
他
方
で
、
こ
の
伝
記
は
中
世
の
聖
人
伝
の
模
範
と
し
て
ス

ハ
6
U

ル
ピ
キ
ウ
ス
日
セ
ウ
ェ
ル
ス
の
『
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
伝
』
と
並
び
称
さ
れ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
両
者
は
と
も
に
、
ポ
ッ
シ
デ
ィ
ウ

ス
の
『
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
伝
』
や
パ
ウ
リ
ヌ
ス
の
『
聖
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
伝
』
の
よ
う
な
古
代
の
皇
帝
伝
の
流
れ
を
く
む
修
辞
的

『霊セウェリヌス伝』にみる聖人像

で
称
賛
演
説
的
な
型
の
聖
人
伝
と
並
ぶ
、
古
代
の
聖
人
伝
の
も
う
ひ
と
つ
の
型
、
即
ち
、
聖
人
が
起
こ
し
た
奇
跡
を
通
じ
て
現
わ
れ
る

神
の
力
の
称
賛
に
主
眼
を
置
き
、
多
く
の
奇
跡
物
語
を
列
挙
す
る
形
で
展
開
す
る
聖
人
伝
の
典
型
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に

描
か
れ
た
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
奇
跡
は
、

『
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
伝
』
に
は
な
い
政
治
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス

伝
』
は
、

ゲ
ル
マ
ン
侵
入
と
い
う
時
代
の
聖
人
伝
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
時
代
に
対
応
し
た
新
た
な
聖
人
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
の
伝
記
に
描
か
れ
た
聖
人
像
を
検
討
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
の
時
代
の
ノ
リ
ク
ム

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
の
史
料
的
性
格
と
信
葱
性
に
関
す
る
議
論
を
中
心
に
、
近
年
の
研
究
動
向
を
紹
介
し
、

本
節
で
は
、

セ
ウ

z
p
ヌ
ス
の
活
動
の
前
提
と
な
る
当
時
の
ノ
リ
ク
ム
の
状
況
を
考
え
た
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

エ
ウ
ギ
y
ピ
ウ
ス
は
伝
記
の
中
で
、
上
流
側
の
諸
都
市
の
破
滅
と
下
流
へ
の
移
住
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
イ

タ
リ
ア
へ
の
移
住
が
な
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
印
象
的
で
生
々
し
い
証
言
の
ゆ
え
に
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
に
つ
い
て
の

59 

初
期
の
研
究
の
多
く
は
、
こ
れ
を
ゲ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
に
さ
ら
さ
れ
た
国
境
の
属
州
の
惨
状
と
そ
の
崩
壊
の
様
子
を
伝
え
る
史
料
と
し

「
全
属
州
民
が
イ
タ
リ
ア
ヘ
移
住
し
た
」
と
い
う
記
述
が
こ
の
属
州
の
最
後
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
た
。
た

て
扱
い
、
特
に
、



60 

と
え
ば
、
戦
後
の
『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
研
究
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る

F
・
カ
v
プ
ハ

I
ン
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が
や
っ
て
き
た

と
き
の
ノ
リ
グ
ム
を
「
船
長
も
舵
手
も
な
い
船
の
よ
う
に
世
界
史
の
海
上
に
漂
い
、
次
の
暴
風
に
岩
礁
に
乗
り
上
げ
て
粉
砕
さ
れ
る
か
、

不
名
誉
な
没
落
を
す
る
他
な
い
よ
う
に
見
え
た
。
」

と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
指
導
に
よ
っ
て
破
滅
は
免
れ
た

も
の
の
、
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
へ
の
移
住
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
属
州
で
の
生
活
の
継
続
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な

（

9
〉

か
っ
た
、
と
す
る
。
ま
た
、
カ
γ
プ
ハ

l
ン
に
つ
い
で
包
括
的
な
研
究
を
行
な
っ
た

R
・
ノ
ル
も
、
当
時
の
属
州
の
生
活
は
き
わ
め
て

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
を
「
神
の
命
を
受
け
た
苦
難
か
ら
の
救
済
者
」
と
し
て
性
格
づ
け
て
い
る
。

危
険
で
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
お
り
、

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
ノ
リ
ク
ム
の
危
機
的
状
況
を
強
調
す
る
傾
向
に
対
し
て
は
、
批
判
も
出
さ
れ
て
い
た
。
す
で
に
戦
前
か
ら
、

ア
リ
ウ
ス
派
や
異
教
の
ゲ
ル
マ
ン
人
を
敵
視
す
る
カ
ト
リ
ッ
グ
的
視
野
の
ゆ
え
に
、

ハロ〉

記
述
を
実
際
以
上
に
暗
く
し
て
い
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
た
。
さ
ら
に
一
九
六

0
年
代
に
入
っ
て
、

H
・
I
－
デ
ィ
l
ズ
ナ
ー
や

F

－ロ

γ
タ

ー

を

中

心

に

、

ノ

リ

ク

ム

の

惨

状

を

強

A
・
ド
プ
シ
ュ
ら
は
、
作
者
エ
ウ
ギ
y
ピ
ウ
ス
が
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
の
聖
人
伝
と
し
て
の
性
格
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

調
す
る
人
々
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
た
。
最
も
重
要
な
点
は
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
全
体
が
「
蛮
族
か
ら
の
解
放
劇
」
と
い
う

視
点
で
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
き
わ
め
て
印
象
的
な
イ
タ
リ
ア
移
住
の
記
事
も
、

モ
l
ゼ
の
出
エ
ジ
プ
ト
の
モ
デ
ル

に
従
っ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
際
に
「
全
属
州
民
が
」

「
蛮
族
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
」
か
ど
う
か
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
、
今
日
ほ
と
ん
ど
の
研
究
者
は
「
全
住
民
」
の
移
住
を
否
定
し
、
農
民
層
を
中
心
に
残
ア
た
者
た
ち
が
あ
っ
た
と
考
え
て

い
る
。
ま
た
移
住
の
対
象
も
、

「
下
流
側
の
」
、

即
ち
ル
ギ
l
族
の
支
配
下
に
あ
っ
た
地
域
に
限
定
さ
れ
、
さ
ら
に
、

エ
ウ
ギ
ヅ
ピ
ウ

ス
が
「
破
滅
し
た
」
と
一
一
一
回
っ
て
い
る
「
上
流
側
の
諸
都
市
」
に
つ
い
て
も
、
考
古
学
調
査
に
よ
っ
て
中
世
へ
の
都
市
の
連
続
性
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。



さ
ら
に
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
移
住
が
「
蛮
族
の
支
配
か
ら
の
解
放
」
と
し
て
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
か
と
い
う
点
に
も
疑
問
が

あ
る
。

ロ
ッ
タ
ー
な
ど
は
、
こ
の
時
代
、

ロ
ー
マ
の
支
配
機
構
が
崩
壊
し
、
上
層
の
住
民
が
撤
退
し
て
ゆ
く
中
で
、
古
代
の
コ
ロ
ヌ
ス

『聖セウェリヌス伝』にみる聖人像

制
が
崩
れ
、
下
層
の
農
民
た
ち
が
自
由
民
に
上
昇
す
る
機
会
を
与
え
る
結
果
に
な
っ
た
と
考
え
て
お
り
、
彼
ら
が
移
住
を
歓
迎
し
た
は

ず
は
な
い
と
す
丸
山
古
伝
記
の
記
述
か
ら
み
て
も
、
エ
ウ
ギ
ヅ
ピ
ウ
ス
自
身
、
移
住
の
際
に
人
々
は
「
出
て
ゆ
く
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
」

門官〉

と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
ま
た
他
の
箇
所
で
は
、
属
州
の
ロ

l
マ
系
住
民
が
ル
ギ
I
族
と
の
交
易
を
望
み
、
活
発
な
交
易
が
行
な

わ
れ
て
い
た
と
記
し
て
お
り
を
ル
ギ
I
族
を
苛
酷
な
支
配
者
と
し
て
の
み
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
以
上
の

オ
ド
ア
ケ
ル
が
ル
ギ
1
族
を
攻
め
て
勝
利
を
お
さ
め
た
後
、

ノ
リ
ク
ム
に
お
け
る
ル
ギ
l
族

点
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
移
住
は
む
し
ろ
、

ル
ギ
1
族
が
一
再
び
力
を
貯
え
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
オ
ド
ア
ケ
ル
が
命
じ
た
強
制
移
住
で
あ
っ
た
と
す
る
ロ
ヅ
タ
ー

の
主
張
が
説
得
力
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。

の
基
盤
を
な
く
し
、

エ
ウ
ギ

v
ピ
ウ
ス
が
出
エ
ジ
プ
ト
の
モ
デ
ル
を
ノ
リ
ク
ム
に
適
用
し
て
い
る
な
ら
ば
、

「
解
放
」
を
強
調
す
る
た
め

こ
の
よ
う
に
、

に
ノ
リ
ク
ム
の
惨
状
を
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

ロ
ヅ

タ
ー
を
中
心
と
す
る
近
年
の
諸
研
究
は
こ
の
点
で
ほ
ぼ
意
見
の
一
致
を
見
て
お
り
、
か
つ
て
の
通
説
を
形
成
し
て
い
た
ノ
ル
も
、
最
近

エ
ウ
ギ

v
ピ
ウ
ス
の
記
述
が
地
理
的
に
は
き
わ
め
て
正
確
で
あ
る
こ
と
を
、

で
は
こ
の
傾
向
に
歩
調
を
合
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、

（
却
）

近
年
の
考
古
学
上
の
成
果
は
証
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
近
年
の
『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
研
究
は
、

ノ
リ
グ
ム
の
惨
状

ば
か
り
を
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
伝
記
の
中
か
ら
う
か
が
う
こ
と
の
で
き
る
当
時
の
ノ
リ
ク
ム
の
生
活
の
あ
り
ょ
う
を
、

よ
り
積
極
的
に
評
価
し
よ
う
と
い
う
方
向
に
転
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
次
章
で
は
、
伝
記
に
記
さ
れ
た
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
を
検
討
し
、
当
時
の
ノ
リ
ク
ム
社
会
に
お
い
て
セ
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ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が
果
た
し
た
役
割
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

ノ
リ
ク
ム
に
お
け
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動

伝
記
に
記
さ
れ
た
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
は
、
政
治
的
な
も
の
、
救
貧
活
動
な
ど
の
社
会
的
な
も
の
、
そ
し
て
修
道
院
の
組
織
に
か

か
わ
る
も
の
の
三
つ
に
大
別
で
き
る
。

ま
ず
目
に
つ
く
の
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
襲
撃
に
対
す
る
都
市
の
防
衛
や
捕
虜
の
解
放
な
ど
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
の
政
治
性
を
示

す
記
述
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が
ノ
リ
ク
ム
で
人
々
の
信
望
を
得
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
政
治
的
指
導
力
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た
。

都
市
の
防
衛
に
あ
た
っ
て
は
、
敵
の
来
襲
を
予
言
し
、
住
民
や
家
畜
な
ど
を
城
壁
の
な
か
に
避
難
さ
せ
、
襲
撃
に
備
え
る
と
い
う
方

法
が
取
ら
れ
て
い
た
O

）
そ
こ
で
は
、
敵
の
襲
撃
の
予
言
は
奇
跡
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、
防
衛
も
「
祈
り
と
断
食
と
喜
捨
」
に
よ
る
も
の

〔

沼

）

〈

お

）

と
さ
れ
、
敵
は
神
の
力
に
よ
っ
て
打
ち
負
か
さ
れ
る
と
い
う
聖
人
伝
的
な
記
述
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
自
身
の
高

度
な
政
治
的
指
導
力
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
の
町
が
ゲ

ル
マ
ン
人
に
襲
わ
れ
た
時
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
国
境
の
警
備
に
あ
た
っ
て
い
た
ロ

i
マ
の
兵
士
た
ち
を
組
織
し
て
敵
を
追
わ
せ
、
掠
奪

者
た
ち
を
捕
え
さ
せ
た
。
襲
撃
の
予
知
に
つ
い
て
は
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
と
彼
の
弟
子
の
修
道
士
た
ち
が
都
市
城
壁
外
の
修
道
院
に
住
ん

（

お

〉

〈

お

）

で
お
り
、
そ
こ
に
は
多
く
の
客
人
が
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
て
、
彼
ら
は
ゲ
ル
マ
ン
人
の
動
き
に
関
す
る
情
報
を
比
較
的
容

易
に
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
彼
は
、
住
民
の
代
表
と
し
て
、
捕
虜
の
解
放
を
中
心
と
す
る
ゲ
ル
マ
ン
人
の
王
と
の
突
渉
に
も
活
躍
し
て
い
る
。
彼
が
パ
タ
ウ



ィ
ス
と
い
う
町
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
に
は
、
彼
は
ア
ラ
マ
ン
ニ
族
の
王
ギ
ブ
ル
ド
ゥ
ス
の
も
と
に
出
向
い
て
捕
虜
解
放
の
交
渉
を
行

な
い
、
助
祭
の
ア
マ
ン
テ
ィ
ウ
ス
を
派
遣
し
て
七

O
人
の
捕
虜
を
連
れ
帰
ら
せ
た
。
さ
ら
に
こ
の
後
、
司
祭
の
ル
キ
ル
ス
も
ア
ラ
マ
ン

（
幻
〉

一
一
族
の
も
と
に
派
遣
さ
れ
、
捕
虜
解
放
に
努
め
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
バ
タ
ウ
ィ
ス
の
住
民
た
ち
は
、
彼
に
ル
ギ
l
族
の
王
か

（
お
〉

ら
交
易
の
許
可
を
取
り
付
け
て
く
れ
る
よ
う
求
め
て
い
た
し
、
ル
ギ
l
族
支
配
下
の
諸
都
市
で
は
、
貢
納
と
引
き
替
え
に
住
民
の
安
全

を
保
証
す
る
よ
う
ル
ギ
i
王
に
約
束
さ
せ
て
い
ん
守
さ
ら
に
、

「
上
流
の
諸
都
市
」
の
住
民
た
ち
の
下
流
へ
の
組
織
的
移
住
を
成
功
さ

『聖セウェリヌス伝』にみる聖人像

せ
た
こ
と
に
も
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
政
治
的
指
導
力
が
う
か
が
わ
れ
よ
う
。

彼
は
ま
た
、

ノ
リ
ク
ム
の
住
民
の
生
活
に
対
す
る
配
慮
も
怠
っ
て
い
な
い
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
社
会
的
活
動
で
特
に
注
目
さ
れ
る
の

ハ羽〉

は
、
貧
者
に
対
す
る
慈
善
活
動
で
あ
る
。
彼
は
住
民
か
ら
十
分
の
一
税
を
徴
収
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
貧
者
へ
の
施
し
を
行
な
っ
て
い

〈
沼
）

た
。
冬
の
案
、
さ
が
厳
し
い
こ
の
地
で
は
、
特
に
衣
服
の
供
出
と
分
配
が
重
要
で
あ
っ
た
。
時
に
は
、
比
較
的
ゲ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
に
よ

る
被
害
が
少
な
く
安
定
し
て
い
た
内
陸
ノ
リ
グ
ム
か
ら
衣
服
が
送
ら
れ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
弘
）
さ
ら
に
、
イ
タ
リ
ア
か
ら
オ
リ
ー
ブ

（
お
〉

油
を
調
達
し
、
人
々
に
分
配
し
た
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
品
物
の
分
配
は
、
教
会
や
修
道
院
に
お
い
て
行
な
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
品
物
の
輪
送
に
は
彼
の
修
道
院
の
修
道
士
た
ち
が
当
た
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
慈
善
活
動
は
修
道
院
で
組
織
的
に
行
な
わ
れ
て

（
川
崎
）

い
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
旧
約
聖
書
に
基
づ
い
て
収
入
の
一

O
分
の
一
を
献
じ
る
慣
習
は
四
・
五
世
紀
に

も
存
在
し
た
が
、
そ
れ
は
強
制
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ノ
リ
グ
ム
の
場
合
の
よ
う
に
、
相
互
扶
助
を
目
的
と
し
て
組
織
的
に
一

O

分
の
一
税
の
徴
収
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
と
し
て
は
異
例
の
も
の
と
思
わ
れ
、
注
目
に
値
す
る
。

反
対
に
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
に
従
わ
ず
、
喜
捨
を
拒
ん
で
私
欲
に
走
っ
た
者
に
は
、
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「
罰
の
奇
跡
」
が
課
さ
れ
た
。
フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス

ハお〉

の
町
で
飢
謹
の
際
に
食
糧
を
隠
し
て
い
た
女
性
は
、
公
衆
の
面
前
で
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
に
激
し
く
非
難
さ
れ
て
い
る
し
、
十
分
の
一
税
を
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払
わ
な
か
っ
た
者
の
畑
一
は
黒
穂
病
で
だ
め
に
な
っ
て
し
ま
い
冷
自
分
の
畑
だ
け
瞳
に
食
わ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
努
め
た
者
は
、
逆

〔訂）

に
畑
を
す
っ
か
り
躍
に
食
い
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
指
導
力
の
限
界
を
示
す
も
の
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
も
、
罪
を
悔
い
た
後
に
は
他
の
人
々
の
施
し
で
生
活
で

（

お

〉

き
る
よ
う
に
取
り
は
か
ら
っ
て
や
る
。
こ
う
し
た
記
述
に
、
住
民
の
聞
の
ト
ラ
ブ
ル
の
調
停
者
と
し
て
の
彼
の
役
割
を
見
る
こ
と
も
で

き
ょ
う
。

政
治
的
、
社
会
的
活
動
と
並
ん
で
こ
の
伝
記
を
特
徴
づ
け
て
い
る
の
は
、
修
道
院
設
立
者
伝
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
最
後
に
、

ノ

リ
ク
ム
の
修
道
院
に
つ
い
て
見
て
ゆ
き
た
い
。

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
今
日
「
ノ
リ
グ
ム
の
使
徒
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
ノ
リ
ク
ム
へ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
は
も
っ
と
早
く
、
五

（
州
制
〉

世
紀
に
は
い
る
と
か
な
り
キ
リ
ス
ト
教
化
が
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
弘
噌
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
時
代
に
は
、
ラ
ウ
リ
ア
ク
ム
、
フ
ア
ウ

（

日

世

）

（

必

）

（

日

制

〉

ィ
ア
ニ
ス
、
内
陸
ノ
リ
ク
ム
の
テ
ィ
ブ
ル
ニ
ア
に
司
教
座
も
置
か
れ
て
い
た
。
教
会
史
に
お
け
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
最
大
の
功
績
は
む

〈
H
世
〉

し
ろ
、
修
道
制
の
整
備
に
あ
る
。

ノ
リ
ク
ム
に
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
到
来
以
前
に
も
隠
修
士
が
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
自
身
、
放
浪
す
る
隠
修

土
と
し
て
ノ
リ
グ
ム
に
や
っ
て
来
た
。
し
か
し
彼
は
、
ノ
リ
グ
ム
に
共
住
式
の
修
道
院
を
建
設
し
、
隠
修
士
の
群
れ
を
信
仰
の
共
同
体

（

店

叩

〉

ハ

必

〆

に
ま
で
高
め
て
修
道
制
を
発
達
さ
せ
る
。
彼
が
ノ
リ
ク
ム
に
建
設
し
た
最
初
の
、
そ
し
て
最
大
の
修
道
院
は
フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
に
あ
り
、

ハ

川

引

〉

（

拍

咽

）

そ
の
他
パ
タ
ウ
ィ
ス
、
ボ
イ
オ
ト
ロ
ー
な
ど
に
も
修
道
院
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
修
道
院
に
は
聖
堂
が
あ
り
、
そ
の
祭
壇
に
は
銀
の

ハ叩）

聖
杯
、
が
置
か
九
ち
東
方
の
修
道
院
で
好
ん
で
崇
敬
さ
れ
た
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
や
、
ミ
ラ
ノ
の
殉
教
者
ゲ
ル
ウ
ア
シ
ウ
ス
・
プ
ロ
タ
シ
ウ
ス

（

日

〉

（

目

出

）

．

の
聖
遺
物
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
聖
務
と
し
て
は
、
朝
の
礼
拝
と
夕
方
の
詩
篇
朗
唱
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
修
道
士
た
ち
は
、
修



道
院
長
で
あ
る
セ
ウ
z
リ
ヌ
ス
の
も
と
に
、
司
祭
か
ら
門
番
に
至
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
ら
れ
て
お
り
、
修
道
院
長
の

〈

日

〉

エ
ジ
プ
ト
・
シ
リ
ア
修
道
制
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

権
限
が
強
か
っ
た
と
い
う
点
で
、

修
道
院
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
政
治
的
、
社
会
的
活
動
の
基
盤
で
も
あ
っ
た
。
修
道
士
た
ち
は
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
使
者
と
し
て
重

（
口
叫
〉

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
十
分
の
一
税
の
徴
収
、
運
搬
、
分
配
に
当
た
っ
た
り
、
捕
虜
解
放
の
仕

事
を
行
な
う
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
。
ま
た
、
ゲ
ル
マ

γ
人
の
来
襲
が
予
知
さ
れ
た
場
合
に
、
教
会
の
聖
職
者
た
ち
に
防
備
の
指
示
を
伝

『聖セウェリヌス伝』にみる聖人像

え
る
使
者
と
な
っ
た
の
も
、
修
道
士
た
ち
で
あ
っ
た
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
と
既
存
の
聖
職
者
と
の
聞
に
は
、
禁
欲
的
規
律
へ
の
反
発
な
ど

か
ら
対
立
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
対
立
ば
か
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
ゲ
ル
マ
ン
人
に
対

す
る
都
市
の
防
衛
や
移
住
の
指
導
な
ど
は
、

で
あ
り
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
指
示
を
受
け
た
教
会
の
聖
職
者
が
中
心
に
な
っ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
の

セ
ウ
エ
リ
ヌ
ス
と
の
協
力
関
係
が
指
摘
で
き

ι吻

し
か
し
な
か
で
も
、

ノ
リ
ク
ム
に
お
け
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
修
道
院
の
役
割
と
し
て
最
も
注
目
す
べ
き
点
は
、
彼
の
修
道
院
が
兄
弟

愛
、
隣
人
愛
に
基
づ
い
た
慈
善
活
動
の
中
心
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
彼
の
修
道
院
の
組
織
・
運
営
は
、
後
の
ヌ
ル
シ

ア
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
修
道
院
に
も
共
通
す
る
点
を
多
く
持
っ
て
い
る
と
い
わ
れ

ι噌
ま
た
、
彼
の
弟
子
エ
ウ
ギ
ヅ
ピ
ウ
ス
が
著
し
た

修
道
院
会
則
は
、
兄
弟
愛
と
慈
善
の
重
視
と
い
う
点
で
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
会
則
の
先
駆
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

ιせ
セ
ウ
ェ
リ

ヌ
ス
は
会
則
は
作
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
特
定
の
会
則
を
使
う
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
自
身
の
命
令
や
教
父
た
ち
の
先
例

を
も
っ
て
「
規
律
」
と
し
、
破
っ
た
者
に
は
厳
し
い
罰
が
課
さ
れ
に
噌
こ
れ
ら
は
、
弟
子
エ
ウ
ギ
V

ピ
ウ
ス
の
修
道
院
会
則
に
も
受
け

65 

継
が
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
点
で
も
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
修
道
制
が
待
っ
て
い
た
意
義
が
う
か
が
わ
れ
る
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が

（

印

〉

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
修
道
院
で
特
に
崇
敬
さ
れ
た
聖
人
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
こ
の
点
で
注
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
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伝
』
に
記
さ
れ
た
ノ
リ
グ
ム
の
修
道
院
は
、
こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
、
西
方
修
道
制
の
発
達
を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
位
置
に
あ
っ

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
像
を
め
ぐ
る
論
争

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
に
記
さ
れ
た
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
は
、
政
治
的
指
導
者
と
修
道
院
設
立
者

と
い
う
、
性
格
の
異
な
る
二
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
高
度
に
政
治
的
な
活
動
を
彼
が
ど
う
し
て
行
な
い
得
た
の
か
が
研

究
者
の
興
味
を
引
き
、

一
九
七

O
年
以
降
、

F
・
ロ
ず
タ
ー
を
中
心
に
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
出
自
と
ノ
リ
グ
ム
に
お
け
る
地
位
を
め
ぐ

る
論
争
が
展
開
さ
れ
た
。

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
出
自
や
前
半
生
に
関
す
る
記
述
を
A
白
ん
で
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
ノ
リ
ク
ム
に
来
て

か
ら
の
活
動
の
み
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
伝
記
の
成
立
事
情
を
記
し
た
エ
ウ
ギ
ヅ
ピ
ウ
ス
の
書
簡
に
も
、
わ
か
っ
て
い
る
の
は
彼
が

ラ
テ
ン
語
を
母
国
語
と
す
る
人
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
と
、

ノ
リ
ク
ム
に
来
る
以
前
に
修
道
生
活
へ
の
強
い
憧
れ
か
ら
東
方
に
お
も
む

（

ω）
 

き
、
荒
野
で
の
隠
遁
生
活
を
送
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
プ
リ
メ
ニ
ウ
ス
と
い
う
名
の
司

「
神
の
僕
に
と
っ
て
自
分
の
出
身
地
や
出
自
を
言
う
こ
と
が
何
の
役

祭
が
出
身
地
を
尋
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、

に
立
つ
と
い
う
の
か
。
」

と
し、

dコ
て
答
え

な
か セ
つウ
たエ
と P
L、ヌ

う（ス
o~ i土

こ
の
よ
う
に
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
前
半
生
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
仮
説
が
た
て
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
最
も
大
き

な
反
響
を
得
た
の
が
ロ

γ
タ
！
の
説
で
あ
る
。
彼
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
属
州
の
高
官
、
世
俗
の
政
治
的
支
配
者
と
し
て
ノ
リ
グ
ム
に

や
っ
て
き
た
人
物
だ
と
考
え
た
。
こ
の
主
張
の
最
大
の
根
拠
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
に
関
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
史
料
と
さ
れ
て
い
る
『
至



福
な
る
修
道
、
士
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
の
生
涯
に
つ
い
て
』

（
以
下
『
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
伝
』
と
す
る
〉
に
あ
る
。
こ
の
伝
記
は
、

エ
ン
ノ
d

ア
ィ

ウ
ス
に
よ
っ
て
書
か
れ
、

レ
ラ
ン
ス
修
道
院
の
修
道
土
ア
シ
ト
ニ
ウ
ス
の
生
涯
を
描
い
た
も
の
だ
が
、
こ
の
中
で
、
パ
シ
ノ
ニ
ア
の
ワ

レ
テ
ィ
ア
地
方
に
生
ま
れ
た
ア

γ
ト
ユ
ウ
ス
が
、
八
歳
に
し
て
父
親
と
死
別
し
た
後
、
念
日
巳
5
可町田個目白
5

4守
的

040江
口

5
3
の
も

円
四
回
）

と
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ロ
V

タ
l
は
、
彼
に
冠
せ
ら
れ
て
い
る
吉
宮
淳
氏
田
包
B
5
4
W
と
い
う
形
容
辞
が
古

『聖セウェリヌス伝』にみる聖人像

代
末
期
に
お
い
て
は
世
俗
の
高
官
に
与
え
ら
れ
る
称
号
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
も
高
官
と
し
て
知
ら
れ
た
人
物
に
相
違

（

臼

）

〈

削

明

）

な
い
と
判
断
し
、
最
終
的
に
は
四
六
一
年
に
コ
ン
ス
ル
で
あ
っ
た
フ
ラ
ウ
ィ
ウ
ス
・
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
と
の
同
一
性
を
主
張
し
た
。
セ
ウ

ェ
リ
ヌ
ス
が
ノ
ロ
グ
ム
で
指
導
的
地
位
を
占
め
、
ゲ
ル
マ
ン
人
に
対
す
る
防
衡
を
有
効
に
な
し
得
た
の
は
、
彼
が
ロ

l
マ
の
軍
隊
の
力

を
背
景
と
し
た
世
俗
の
権
力
の
座
に
つ
い
て
い
た
経
験
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
ロ
V

タ
1
は
主
張
し
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
を
一
介
の
修
道
士

と
し
て
扱
っ
て
い
た
通
説
を
鋭
く
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

ノ
リ
ク
ム
で
の
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
政
治
的
活
動
を
ロ

v
タ
ー
は
前
後
二
つ
の
時
期
に
区
分
し
、
そ
の
転
換
点
を
オ
ド
ア
ケ
ル
に
よ
る

西
ロ

1
マ
帝
国
の
滅
亡
に
設
定
し
に
噌
そ
し
て
、
彼
の
活
動
の
推
移
を
次
の
よ
う
に
跡
付
け
て
い
る
。
ロ
ー
マ
の
支
配
が
続
い
て
い
た

時
期
に
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
軍
政
・
民
政
上
の
最
高
権
力
者
と
し
て
国
境
の
防
衛
を
指
導
し
て
い
た
。
彼
の
権
力
を
支
え
て
い
た
の

tま

ロ
ー
マ
帝
国
の
軍
隊
で
あ
っ
た
。
彼
は
軍
隊
を
再
編
し
、
ま
ず
フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
で
勝
利
を
収
め
る
。
そ
の
後
も
彼
の
活
動
は
お

お
む
ね
成
功
を
お
さ
め
、
都
市
は
さ
ほ
ど
大
き
な
被
害
を
受
け
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
解
体
に
と
も
な
い
、
辺
境
の
ロ

（
白
山
V

I
マ
寧
が
解
体
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
政
策
の
転
換
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
彼
の
権
力
の
拠
り
所
で
あ
っ
た
ロ

I

マ
寧
に
代
わ
っ
て
、
彼
は
ル
ギ
I
族
の
力
に
頼
る
こ
と
を
決
意
し
、
ド
ナ
ウ
河
上
流
の
住
民
に
ル
ギ
1
族
治
下
の
諸
都
市
へ
の
移
住
を

ffl 

命
じ
た
。
ル
ギ
1
族
の
保
護
下
に
入
っ
て
か
ら
は
、
帝
国
の
官
吏
と
し
て
の
権
威
は
失
わ
れ
た
が
、

セ
ウ

z
p
ヌ
ス
は
ル
ギ
l
族
の
王



~ 

（訂》

に
た
び
た
び
働
き
か
け
、
彼
ら
の
信
頼
を
得
て
、
住
民
の
生
活
の
保
証
と
属
州
の
存
続
に
努
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
タ
ー
の
こ
の
説
に
対
し
て
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
像
を
め
ぐ
る
多
く
の
議
論
が
か
わ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
や
や
飛
躍
の
多
い
ロ
ッ
タ

ー
の
説
を
全
面
的
に
受
け
入
れ
て
い
る
研
究
者
は
少
な
く
、
特
に
コ
ン
ス
ル
の
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
と
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が

（
印
叩
〉

否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、

E
Z凹
丹
江
富
山
H
H
M
5
4
可
と
い
う
形
容
辞
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
が
必
ず
し
も
高
官
と
し
て
の
地
位
を
示
す
と
は

（

ω）
 

限
ら
な
い
、
と
い
う
批
判
が

R
・
ノ
ル
や
H
・
ヴ
ォ
ル
フ
に
よ
っ
て
出
さ
れ
、
ロ
ッ
タ
ー
と
の
間
で
行
な
わ
れ
て
い
る
「
一
介
の
修
道

士
」
か
「
属
州
の
高
官
」
か
と
い
う
論
争
は
今
日
に
至
る
ま
で
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。
今
日
の
史
料
的
状
況
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
論

争
に
決
着
を
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
の
よ
う
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、

E
・
ツ
ェ
ル
ナ
ー
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

ノ
ル
の
セ
ウ
ェ
リ

ヌ
ス
像
は
「
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
の
記
述
に
の
み
基
づ
く
「
最
小
の
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
」
で
あ
り
、

ハ
町
山
）

ウ
ェ
リ
ヌ
ス
」
の
可
能
性
を
示
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ロ
ヅ
タ
I
の
そ
れ
は
「
最
大
の
セ

し
か
し
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
出
自
の
高
さ
を
想
像
さ
せ
る
記
述
は
伝
記
の
中
に
も
い
く
つ
か
見
ら
れ
、
彼
が
お
そ
ら
く
高
い
身
分
の

出
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
研
究
者
は
多
い
。
古
代
末
期
に
お
い
て
は
、
高
貴
な
家
柄
の
出
身
者
が
教
会
内
で
指
導
的
役

割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
社
会
の
な
か
で
指
導
者
と
な
っ
て
ゆ
く
倒
は
希
で
は
な
い
。
古
代
末
期
の
西
方
世
界
で
は
、
帝
国
の
解
体
に
と

も
な
い
、
教
会
組
織
が
世
俗
の
機
構
を
引
き
継
ぎ
、
中
で
も
ゲ
ル
マ
ン
人
に
対
す
る
抵
抗
運
動
の
中
心
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
現
象
が

帝
国
の
各
地
に
お
い
て
現
わ
れ
て
い
る
。
ガ
リ
ア
や
ヒ
ス
パ
ニ
ア
な
ど
で
は
、
帝
国
の
官
吏
や
軍
司
令
官
と
し
て
の
経
歴
を
持
っ
て
い

る
者
が
教
会
の
聖
職
者
と
な
り
、

ゲ
ル
マ
ン
人
に
対
す
る
抵
抗
運
動
を
指
導
し
た
り
、
住
民
の
代
表
と
し
て
交
渉
に
赴
い
た
り
し
て
い

る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
軍
司
令
官
か
ら
司
教
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
後
ベ
ラ
ギ
ウ
ス
派
鎮
圧
の
た
め
に
ブ
リ
タ
ニ
ア

に
渡
っ
た
際
、

サ
ク
ソ
ン
人
・
ピ
グ
ト
人
に
対
す
る
戦
い
の
先
頭
に
立
っ
た
と
い
わ
れ
る
オ
l
セ
1
ル
司
教
ゲ
ル
7

ヌ
ス
な
ど
は
、
こ



の
よ
う
な
「
戦
う
司
教
」
の
早
い
例
で
あ
ろ
う
が
、

ノ
リ
ク
ム
に
お
け
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
も
、
こ
う
し
た
「
戦
う
司
教
」
の
流

れ
を
く
む
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
修
道
士
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
例
外
的
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
の
西
方
世

界
で
は
、

『聖セウェリヌス伝』にみる聖人像

レ
ラ
ン
ス
修
道
院
の
修
道
士
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
貴
族
階
級
の
者
が
修
道
土
に
な
る
例
は
多
く
、
さ
ら
に
修
道

（

η〉

士
か
ら
司
教
に
な
る
者
も
多
い
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
自
身
、
フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
の
住
民
に
よ
っ
て
司
教
に
な
る
よ
う
要
請
さ
れ
た
こ
と
が

（

沼

）

あ
り
、
ま
た
、
彼
が
こ
れ
を
拒
ん
だ
の
ち
、
フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
の
住
民
が
司
教
に
選
ん
だ
の
は
予
も
と
軍
司
令
官
の
マ
メ
ル
テ
ィ
ヌ
ス

（

丸

）

で
あ
っ
た
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
出
自
が
高
い
身
分
の
出
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
時
代
ノ
リ
グ

ム
で
は
、
政
治
的
、
軍
事
的
な
指
導
力
を
持
っ
た
人
間
を
司
教
に
選
び
、
自
分
た
ち
の
指
導
者
に
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
あ
っ
た
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
修
道
士
と
政
治
的
指
導
者
と
い
う
二
つ
の
側
面
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
も
不
自
然
で
は

p
h

、。

ゅ
ん
し

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
に
は
む
し
ろ
、
禁
欲
的
生
活
へ
の
志
向
を
強
く
持
ち
な
が
ら
、
政
治
的
・
社
会
的
指
導
者
と
し
て
の

役
割
も
引
き
受
け
る
と
い
う
、
古
代
末
期
西
方
世
界
の
聖
職
者
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
両
面
性
が
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
方
、
彼
が
突
然
東
方
か
ら
や
っ
て
き
た
「
部
外
者
」
で
あ
り
、
都
市
外
の
修
道
院
を
拠
点
と
し
な
が
ら
政
治
的
、
社
会
的
活
動
を

通
じ
て
共
同
体
の
統
率
者
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
点
で
は
、

い
る
よ
う
な
、

ノ
リ
ク
ム
の
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
、
近
年
P
・
ブ
ラ
ウ
ン
が
主
張
し
て

四
・
五
世
紀
の
シ
リ
ア
に
お
け
る
隠
修
士
的
な
聖
人
の
活
動
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え

ι勺
ブ
ラ
ウ
ン
に
よ
れ
ば
、

こ
の
時
期
の
シ
リ
ア
で
は
社
会
構
造
に
変
化
が
生
じ
、
支
配
層
が
解
体
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
社
会
的
上
昇
の
機
会
を
つ
か
ん
だ
農
民
層

が
、
既
存
の
権
威
に
よ
ら
な
い
、
自
分
た
ち
の
選
ん
だ
り
i
ダ
！
と
し
て
、
荒
野
で
極
端
な
禁
欲
的
修
業
を
行
な
う
「
神
の
人
」
と
呼

ば
れ
る
聖
人
た
ち
の
指
導
権
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
。
特
に
重
要
な
の
は
、
彼
ら
の
調
停
者
と
し
て
の
機
能
で
あ
っ
た
。

69 

柱
頭
聖
者
シ
ュ
メ
オ
ン
に
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
聖
人
た
ち
は
、
既
存
の
教
会
組
織
の
枠
外
に
お
り
、
そ
の
権
威
は
地
方
の
農
民
た
ち



70 

の
間
の
名
声
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
何
の
権
力
も
持
た
な
い
「
部
外
者
」
で
あ
っ
た
が
、

「
部
外
者
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
村

落
社
会
内
の
様
々
な
問
題
や
対
立
を
公
平
な
立
場
で
調
停
す
る
の
に
適
任
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が
活
動
し
た
ノ
リ
ク
ム
で
も
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
に
よ
る
旧
秩
序
の
崩
壊
が
あ
り
、

シ
リ
ア
の
場
合
と
同
じ
よ
う

な
社
会
的
背
景
が
認
め
ら
れ
る
。

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
死
後
の
イ
タ
リ
ア
移
住
に
抵
抗
し
、

ノ
リ
ク
ム
に
残
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

て
い
る
農
民
層
は
、

シ
リ
ア
の
村
落
社
会
と
同
様
に
ゲ
ル
マ
ン
侵
入
の
時
代
に
社
会
的
上
昇
の
機
会
を
見
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

既
に
見
た
よ
う
に
、

ノ
リ
ク
ム
の
各
地
で
人
々
が
教
会
組
織
の
外
に
あ
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
を
住
民
間
の
争
い
の
調
停
者
に
選
ん
で
い
る

こ
と
は
、

シ
リ
ア
の
聖
人
と
の
類
似
点
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
西
方
世
界
で
は
、
禁
欲
的
な
隠
修
士
が
生
き
な
が
ら
に
し
て
聖
性
を
持

つ
「
神
の
人
」
と
し
て
近
隣
の
住
民
の
崇
敬
を
集
め
る
と
い
う
現
象
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
が
、
隠
修
士
と
し
て
東
方
を
遍
歴
し
た
後

に
ノ
リ
ク
ム
に
や
っ
て
き
た
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
に
は
、
東
方
的
な
聖
人
像
に
ふ
れ
る
機
会
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
れ
を
ノ
リ
ク
ム
の

地
で
実
践
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
他
方
、

ノ
リ
ク
ム
に
お
け
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
の
中
心
舞
台
は
都
市
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
彼

の
活
動
は
既
存
の
教
会
組
織
と
も
協
力
し
な
が
ら
進
め
ら
れ
て
お
り
、
都
市
の
司
教
の
権
威
を
必
ず
し
も
無
視
し
て
は
い
な
い
。
こ
の

占
山
で
は
、

ノ
リ
ク
ム
も
、
都
市
の
教
会
を
核
と
し
、
司
教
の
統
率
下
に
置
か
れ
た
共
同
体
と
し
て
の
西
方
の
キ
リ
ス
ト
教
の
発
展
の
枠

組
の
中
で
捉
え
う
る
。
こ
の
よ
う
に
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
に
は
、
東
方
的
な
聖
人
像
の
影
響
と
西
方
的
な
要
素
が
混
在
し
、
興
味

深
い
聖
人
像
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

西
方
の
聖
人
伝
に
お
け
る
「
聖
人
」
像
の
変
化

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
は
、
聖
書
の
モ
デ
ル
の
ほ
か
、
五
世
紀
に
成
立
し
た
ス
ル
ピ
キ
ウ
ス
H

セ
ウ
ェ
ル
ス
の
『
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ



ス
伝
』
、
パ
ウ
リ
ヌ
ス
の
『
聖
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
伝
』
、

レ
ラ
ン
ス
修
道
院
出
身
の
司
教
の
伝
記
で
あ
る
『
聖
ホ
ノ
ラ
ト
P
ス
伝
』
、
『
聖

ヒ
ラ
リ
ウ
ス
伝
』
な
ど
を
下
敷
き
に
し
て
書
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
同
じ
く
修
道
院
設
立
者
伝
で
あ
る
『
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ

ス
伝
』
は
直
接
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
と
『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
と
は
か
な
り
趣
を
異
に
し
て
い
る
。
特
徴

的
な
の
は
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
で
は
神
学
上
の
問
題
が
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

『
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
伝
』

や
『
聖
ア
ン
プ
ロ
シ
ウ
ス
伝
』
が
異
教
徒
や
悪
魔
を
敵
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
で
は
敵
と
さ
れ
て

『聖セウェザヌス伝』にみる聖人像

い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
ゲ
ル
マ
シ
人
で
あ
る
。
ま
た
、

『
聖
ホ
ノ
ラ
ト
ヮ
ス
伝
』
や
『
聖
ヒ
ラ
リ
ウ
ス
伝
』
に
お
い
て
は
、
政
治
的
活
動

に
つ
い
て
の
記
述
は
司
教
就
任
以
後
の
も
の
で
、
修
道
士
時
代
に
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

西
方
に
お
け
る
修
道
院
設
立
者
伝
の
伝
統
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
放
浪
す
る
隠
修
士
と
し
て
ノ
リ
ク
ム
に
や
っ
て
き
た
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス

が
、
憶
者
の
生
活
を
捨
て
、
政
治
活
動
を
通
し
て
積
極
的
に
社
会
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
、
本
来
俗
世
を
離
れ
て
孤
独
を
保
つ
べ
き

揺
修
士
の
生
活
の
理
想
と
は
矛
盾
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
著
者
エ
ウ
ギ
ッ
ピ
ウ
ス
も
こ
の
こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
彼

は
こ
の
矛
盾
を
次
の
よ
う
な
説
明
で
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

「
聖
人
は
、
隠
棲
所
に
し
ば
し
ば
引
き
こ
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、

彼
の
も
と
へ
い
つ
も
殺
到
し
て
い
た
人
々
か
ら
逃
れ
、
不
断
の
祈
り
に
よ
っ
て
神
に
よ
り
近
く
っ
き
従
う
た
め
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

彼
が
独
居
を
願
え
ば
願
う
ほ
ど
、
不
幸
な
人
々
の
前
に
現
わ
れ
る
こ
と
を
拒
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
啓
示
に
よ
っ
て
諌
め
ら
れ
る

（
花
）

こ
と
が
頻
繁
に
な
っ
た
。
」
「
彼
は
神
の
思
召
し
に
よ
っ
て
熱
望
し
て
い
た
隠
棲
を
あ
き
ら
め
、
度
重
な
る
争
乱
に
苦
し
ん
で
い
る
人
々

〈
明
川
〉

の
中
に
身
を
投
ず
る
た
め
に
、
こ
の
地
方
へ
や
っ
て
き
た
の
だ
。
」

エ
ウ
ギ
y
ピ
ウ
ス
自
身
の
戸
惑
い
が
感
じ
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
修
道
士
で
あ
る
主
人
公
の
政
治
的
活
躍
を
称
揚
す
る
こ
と

71 

が
、
西
方
の
聖
人
伝
に
お
い
て
ま
だ
定
着
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
彼
の
活
動
は
修
道
士
の
枠
を
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は
る
か
に
こ
え
て
い
る
。
し
か
し
、
ゲ
ル
マ

γ
人
の
侵
入
に
伴
う
帝
国
の
解
体
に
よ
っ
て
教
会
が
政
治
的
機
能
を
も
担
う
こ
と
を
期
待

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
の
時
代
に
は
、
政
治
的
指
導
力
が
司
教
の
手
に
任
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
は
修
道

土
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
彩
な
活
動
ぶ
り
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
聖
人
像
を
代
表
す
る
存
在
と
い
っ
て
よ
い
。
ゲ
ル
マ
ン
人
の
動
向
を

ル
ギ
l
族
と
の
協
調
を
は
か
り
な
が
ら
属
州
民
の
生
き
る
道
を
模
索
し
つ
づ
け
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
姿
は
、
ヴ
ア
ン
グ
ル

族
に
包
囲
さ
れ
た
ヒ
ッ
ポ
の
町
で
、
住
民
の
魂
の
司
牧
者
と
し
て
敵
の
掠
奪
に
た
だ
耐
え
て
世
を
去
っ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
は
別

見
き
わ
め
、

の
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

エ
ウ
ギ
ッ
ピ
ウ
ス
が
た
め
ら
い
な
が
ら
も
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
政
治
性
を
肯
定
し
た
こ
と
は
、

政
治
的
指
導
力
が
「
聖
人
」
の
徳
の
ひ
と
つ
の
要
件
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
転
機
を
示
す
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

現
実
的
な
救
い
を
も
た
ら
す
力
が
聖
人
の
名
声
を
左
右
し
た
の
は
、
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
西
方
に
お
け
る
聖
人
崇
敬
の
発
達

は
、
聖
人
の
奇
跡
力
に
よ
っ
て
病
気
治
癒
な
ど
の
よ
う
な
現
世
的
な
救
い
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
感
に
支
え
ら
れ
て
い
た
面

が
大
き
か
っ
た
。
民
族
移
動
期
に
あ
っ
て
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
侵
入
に
よ
る
眼
前
の
危
機
の
回
避
と
生
活
の
安
定
が
最
も
つ
よ
く
求
め

ら
れ
た
「
救
い
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
政
治
活
動
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

見
れ
ば
、
政
治
的
指
導
力
が
「
聖
人
」
の
徳
と
し
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
な
な
り
ゆ
き
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、

ニ己

ウ

ギ
ッ
ピ
ウ
ス
が
通
常
の
修
道
院
設
立
者
伝
の
枠
を
こ
え
て
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
政
治
的
活
動
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
置
く
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
そ
こ
に
も
神
の
意
志
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
を
奇
跡
と
い
う
表
現
で
正
当
化
で
き
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
即
ち
エ
ウ

ギ
ッ
ピ
ウ
ス
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
政
治
的
努
力
の
結
果
を
神
の
力
の
発
現
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
あ
る
い
は
啓
示
と
い
う
形
で
、
あ

る
い
は
聖
書
や
既
存
の
聖
人
伝
の
モ
チ
ー
フ
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
の
力
を
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
行
動
と
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
奇
跡
物
語
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。



セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が
オ
リ
ー
ブ
油
を
調
達
し
て
住
民
た
ち
に
分
け
与
え
る
場
面
で
は
、
旧
約
聖
書
の
預
言
者
エ
リ
シ
ャ
の
話
が
引
き
合

い
に
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
旧
約
の
物
語
で
は
入
れ
る
べ
き
器
が
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
油
が
出
な
く
な
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ

で
は
、
命
令
に
背
い
て
大
声
を
出
し
た
者
が
い
た
た
め
に
、
途
中
で
油
が
出
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
調
達
し
た
油
が
全
員
に
行

き
渡
ら
な
か
っ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
で
次
に
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が
遠
方
の
出
来
事
を
予
知
す
る
場
面
は
、

『
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス

伝
』
に
類
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『聖セウェリヌス伝』にみる聖人像

『
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
伝
』
に
は
、
修
道
院
で
働
い
て
い
た
者
の
一
人
を
悪
魔
が
殺
し
た
こ
と
を

（

ω）
 

マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
が
予
知
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
場
合
に
は
、
ゲ
ル
マ
ン
人
の
襲
撃
の
予
知
は
も
と
よ
り
、
イ
タ
リ
ア

（

剖

）

へ
俸
給
を
取
り
に
い
っ
た
国
境
の
兵
士
た
ち
が
ゲ
ル
マ
ン
人
に
殺
さ
れ
た
こ
と
や
、
テ
ィ
ブ
ル
ニ
ア
か
ら
供
出
さ
れ
る
は
ず
の
一

O
分

門

的

叫

〉

（

叫

∞

）

の
一
税
が
ゴ

l
ト
人
に
奪
わ
れ
る
こ
と
、
内
陸
ノ
リ
ク
ム
か
ら
の
供
出
品
の
衣
服
を
運
ん
で
い
た
人
々
が
道
に
迷
う
こ
と
な
ど
、
そ
の

予
知
の
内
容
は
現
実
的
な
問
題
が
中
心
で
あ
る
。
ま
た
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が
ゲ
ル
マ
ン
人
の
王
た
ち
に
対
し
て
と
っ
た
毅
然
と
し
た
態

（
山
師
）

マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
が
集
奪
帝
マ
グ
シ
ム
ス
の
晩
餐
に
招
か
れ
た
と
き
の
様
子
に
似
て
い
る
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
が
オ
ド
ア
ケ
ル
が
王

（

邸

）

（

町

田

〉

に
な
る
こ
と
を
予
言
し
た
場
面
も
、
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
が
マ
グ
シ
ム
ス
の
将
来
を
予
言
し
た
こ
と
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し

度
は
、

か
し
、

『
聖
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
伝
』
で
は
、

マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
が
他
の
苛
教
た
ち
の
よ
う
に
マ
グ
シ
ム
ス
に
据
び
た
態
度
を
取
ら
な
か
っ
た

こ
と
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
世
俗
権
力
と
の
結
び
つ
き
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
と
ゲ
ル
マ
ン

人
の
王
た
ち
と
の
接
触
は
、
捕
虜
の
解
放
や
住
民
の
安
全
の
保
証
な
ど
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
世
俗
的
な
側

面
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
と
オ
ド
ア
ケ
ル
と
の
関
係
は
、
後
に
追
放
刑
に
処
せ
ら
れ
て
い
た
者
の
召
還
に
結
び
つ
い
て

（

抑

制

〉

（

白

田

）

い
る
し
、
ア
ラ
マ
ン
ニ
族
の
王
ギ
ブ
ル
ド
ゥ
ス
と
の
交
渉
で
は
多
数
の
捕
虜
の
解
放
に
成
功
し
た
。
中
で
も
ル
ギ
l
族
の
王
た
ち
と
の
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関
係
の
重
要
性
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
の
各
所
で
既
存
の
聖
人
伝
の
モ
チ
ー
フ
が
政
治
的
な
脈
絡
の
な
か
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
手
法
を
通
し
て
、
聖
人
の
政
治
的
活
動
が
伝
記
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
後
の
聖
人
伝
に

お
け
る
聖
人
像
の
形
成
に
も
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
六
世
紀
の
ガ
リ
ア
に
お
い
て
は
、

セ
ナ
ト
I
ル
貴
族

層
の
司
教
位
へ
の
進
出
が
進
む
中
で
、
教
会
の
世
俗
化
が
顕
著
に
な
る
。
ゲ
ル
マ
ン
人
の
王
国
の
な
か
で
政
治
的
に
も
重
要
な
位
置
を

占
め
て
い
た
こ
れ
ら
の
司
教
聖
人
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
現
時
点
で
は
、

『
聖
セ
ウ
年
リ
ヌ

ス
伝
』
が
古
代
末
期
の
可
教
聖
人
像
の
形
成
過
程
に
ど
こ
ま
で
関
わ
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
今

後
、
他
の
聖
人
伝
と
の
比
較
を
通
し
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

お

わ

り

以
上
に
見
て
き
た
よ
う
に
、

ノ
リ
ク
ム
に
お
け
る
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
に
は
、
東
方
修
道
制
と
、
東
方
的
な
「
聖
人
」
像
の
西
方

へ
の
移
入
と
い
う
点
で
、
そ
し
て
、
こ
の
後
西
方
に
お
い
て
顕
著
に
な
る
、
貴
族
階
級
出
身
者
の
司
教
位
就
任
や
教
会
の
世
俗
化
と
の

関
係
に
お
い
て
、
帝
国
の
東
と
西
を
つ
な
ぐ
二
重
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ

ス
伝
』
の
時
代
以
降
の
ノ
リ
ク
ム
の
状
況
を
知
り
得
る
史
料
は
な
く
、

セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
活
動
が
イ
タ
リ
ア
移
住
後
の
ノ
リ
ク
ム
に
与

え
た
影
響
に
つ
い
て
は
詳
細
に
知
る
す
べ
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
彼
の
弟
子
エ
ウ
ギ
ッ
ピ
ウ
ス
等
を
経
て
ベ
ネ
デ
ィ
グ
ト
に

通
じ
る
修
道
制
の
発
達
過
程
で
は
、
彼
の
時
代
の
ノ
リ
ク
ム
が
重
要
な
位
置
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
ま
た
、

『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ

ス
伝
』
そ
の
も
の
も
、
中
世
の
聖
人
伝
の
模
範
と
し
て
、
こ
の
後
の
聖
人
像
の
形
成
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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（

日

）

こ
の
イ
タ
リ
ア
移
住
の
記
事
に
は
問
題
点
が
多
い
。
こ
の
移
住
の
直
接
の
原
因
は
、
四
八
七
年
に
ル
ギ
l
族
と
オ
ド
ア
ケ
ル
の
間
で
生
じ

た
戦
争
で
あ
る
が
、
こ
の
戦
争
に
つ
い
て
は
ピ
ザ
ン
ツ
の
歴
史
家
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ア
ン
テ
ィ
オ
ケ
ヌ
ス
も
記
し
て
お
り
、
戦
争
原
因
の
説
明

が
彼
と
エ
ウ
ギ
ッ
ピ
ウ
ス
の
間
で
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
。
『
聖
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
伝
』
四
四
章
に
よ
れ
ば
、
聖
人
の
死
後
ま
も
な
く
、
ル

ギ
l
王
ブ
ェ
レ
テ
ウ
ス
の
弟
フ
ェ
ル
デ
ル
ク
ス
が
フ
ァ
ウ
ィ
ア
ニ
ス
の
修
道
院
を
掠
奪
し
、
そ
の
罰
と
し
て
王
息
フ
レ
デ
リ
グ
ス
に
殺
さ

れ
る
と
い
う
事
件
の
後
、
ル
ギ
1
族
の
内
紛
に
乗
じ
て
オ
ド
ア
ケ
ル
が
遠
征
を
行
な
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
ヨ
ハ
ネ
ス
の
説

明
に
よ
れ
ば
、
こ
の
戦
争
は
、
東
ロ

1
7
皇
帝
ゼ
ノ
ン
の
策
動
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
進
攻
を
企
て
よ
う
と
し
た
ル
ギ
l
族
に
対
し
、
オ
ド
ア

ケ
ル
が
機
先
を
制
し
て
宣
戦
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
セ
ウ
ェ
リ
ヌ
ス
の
死
の
直
後
に
起
き
た
フ
ェ
ル
デ
ル
ク
ス
の
殺
害
事
件
と
オ
ド

ア
ケ
ル
の
遠
征
の
間
に
は
五
年
の
月
日
が
た
つ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
紛
に
乗
じ
た
と
す
る
エ
ウ
ギ
ッ
ピ
ウ
ス
の
説
明
は
不
明
確
と
い
わ

ざ
る
を
え
な
い
。
ヨ
ハ
ネ
ス
の
説
明
の
方
は
よ
り
説
得
的
で
あ
る
。
ゼ
ノ
ン
帝
の
外
交
政
策
と
し
て
、
後
に
は
東
ゴ

I
ト
族
が
オ
ド
ア
ケ

ル
の
王
国
に
対
抗
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
時
に
は
ル
ギ
I
族
が
そ
の
任
に
あ
て
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
の
経

過
に
つ
い
て
は
、
久
野
浩
、
「
民
族
移
動
期
に
お
け
る
小
部
族
の
動
向
｜
｜
ル
ギ
イ
族
の
場
合
！
！
」
『
愛
知
県
立
女
子
大
学
紀
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一
六
、

一
九
六
五
年
を
参
照
の
こ
と
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