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一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
ド
イ
ツ
留
学
中
に
、
ハ
ン
ス
・
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク

の
『
像
と
儀
礼
』
中
の
第
十
四
章
を
読
ん
で
い
た
折
、
思
わ
ず
わ
が
目
を

疑
う
よ
う
な
経
験
を
し
た
。
西
洋
中
世
に
お
け
る
聖
遺
物
と
造
形
イ
メ
ー

ジ
と
の
「
同
盟Allianz

」
に
つ
い
て
論
じ
た
箇
所
（p.340f.

）
の
図
版
（
図

１
）
と
し
て
、
聖
遺
物
容
器
と
並
ん
で
日
本
の
地
蔵
菩
薩
像
が
掲
載
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
、
人
物
像
型
聖
遺
物
容
器
が
決

し
て
キ
リ
ス
ト
教
中
世
だ
け
の
特
殊
現
象
で
は
な
く
、
他
の
宗
教
文
化
に

も
類
似
例
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
数
多
の
像
内
納
入
品
が
発
見
さ

れ
た
地
蔵
菩
薩
像
（
ケ
ル
ン
東
洋
美
術
館
蔵
）
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て

示
そ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
現
在
の
職
場
に
着
任
し
た
後
、
死
生
学

に
関
わ
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
・
運
営
責
任
者
と
な
り
、
テ
ー
マ

を
考
え
出
す
必
要
に
迫
ら
れ
た
際
に
ま
ず
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
の
が
こ
の
箇

所
だ
っ
た
。
こ
こ
で
、
ベ
ル
テ
ィ
ン
ク
は
詳
述
し
て
い
な
い
が
、
実
際
に

は
像
内
に
納
入
さ
れ
て
い
る
品
々
に
つ
い
て
は
キ
リ
ス
ト
教
と
仏
教
と
で

は
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
美
術
作
品
に
つ
い

て
、
形
態
で
は
な
く
、
そ
の
宗
教
的
機
能
に
着
目
し
て
い
ろ
い
ろ
と
比
較

し
て
み
て
は
ど
う
か
と
思
い
つ
い
た
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
か
ら
二
〇

一
二
年
に
か
け
て
、
こ
う
し
た
主
旨
に
基
づ
き
、『
天
地
を
つ
な
ぐ
回
路

と
し
て
の
聖
な
る
イ
メ
ー
ジ
』、『
聖
遺
物
と
イ
メ
ー
ジ
の
相
関
性
』、『
霊

験
像
の
比
較
』、『
宗
教
文
化
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
と
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
』
と
い

っ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
国
内
外
の
研
究
者
を
お
招
き
し
て
催
行
し
て
み
た

が
、
こ
う
し
た
経
験
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
、
相
互
に
影

響
関
係
を
持
た
な
い
宗
教
美
術
作
品
に
、
宗
教
的
機
能
と
い
う
点
で
は
無

数
に
類
似
点
が
存
在
し
、
と
り
わ
け
宗
教
的
機
能
に
関
わ
る
タ
ー
ム
を
共

通
主
題
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
様
々
な
宗
教
美
術
作
品
が
容
易

に
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
比
較
す

│
比
較
宗
教
美
術
史
学
的
観
点
か
ら

造
形
イ
メ
ー
ジ
の
着
装
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察
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る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
有
意
義
な
結
論
が
容
易
に
導
き
出
さ
れ
る
わ
け
で

は
な
い
。
し
か
し
、
宗
教
的
機
能
に
照
ら
し
て
の
比
較
を
通
じ
て
彼
我
の

共
通
点
と
相
違
点
が
明
確
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
文

化
研
究
が
相
対
化
で
き
る
と
と
も
に
、
新
た
な
視
点
を
獲
得
し
う
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
右
往
左
往
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
活
動
を
続
け
て
い
る
内
に
、

国
際
美
術
史
学
会
（C

IH
A

）
の
第
三
十
三
回
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
大
会
（
二

〇
一
二
）
お
よ
び
第
三
十
五
回
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
大
会
（
二
〇
一
九
）
に
お

け
る
比
較
宗
教
美
術
セ
ク
シ
ョ
ン
の
共
同
座
長
に
呼
ば
れ
る
機
会
が
あ
り
、

折
々
に
上
述
の
よ
う
な
試
み
を
提
案
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
諸
外
国
の
研
究

者
か
ら
も
一
定
の
賛
同
を
得
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。

以
下
で
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
宗
教
的
な
造
形
イ
メ
ー
ジ
に
衣

服
を
着
せ
る
と
い
う
行
為
、
あ
る
い
は
着
装
像
に
つ
い
て
の
若
干
の
比

較
を
試
み
て
み
た
い
。
最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
些
か
変
わ
っ
た
事
例

だ
が
、
生
月
島
の
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
（
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
）
の
人
々
に

伝
わ
る
慣
習
で
、
赤
い
着
物
を
着
せ
ら
れ
た
青
銅
製
プ
ラ
ケ
ッ
ト
《
エ
ッ

ケ
・
ホ
モ
》（
個
人
蔵
）（
図
2
、
3
）
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
総
督
ピ
ラ
ト
の

宮
殿
に
お
い
て
拷
問
を
受
け
た
後
の
痛
々
し
い
キ
リ
ス
ト
の
姿
を
表
現
し

た
こ
の
プ
ラ
ケ
ッ
ト
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
一
定
数

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
か
ら
押
収
し
た
も
の
が
長

崎
奉
行
所
に
よ
り
踏
絵
と
し
て
転
用
さ
れ
た
ば
か
り
で
は
な
く
、
生
月
島

の
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
（
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
）
に
よ
っ
て
礼
拝
像
（
い
わ

ゆ
る
「
お
掛
け
絵
」）
と
し
て
用
い
ら
れ
も
し
た
。
寛
永
九
年
（
一
六
六
九

年
）
に
は
、
踏
絵
の
数
を
補
充
す
る
た
め
に
、
新
た
に
長
崎
奉
行
所
の
由

図1 Hans Belting, Bild und Kult, p. 340f.
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来
で
萩
原
祐
佐
の
主
導
に
よ
っ
て
真
鍮
製
の
踏
絵
用
プ
ラ
ケ
ッ
ト
が
二
〇

点
制
作
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
に
も
《
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
》（
東
京
国
立
博
物
館

蔵
）（
図
4
）
が
何
点
か
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
排
斥

す
る
立
場
の
仏
教
徒
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
像
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
は
聖
像
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
否
定
す
る
た
め
に
踏

ま
せ
る
「
反
―
聖
像
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
だ
が
、
中
世
ス
ペ
イ
ン
の

ゴ
ン
ザ
ロ
・
デ
・
ベ
ル
セ
オ
に
よ
る
『
聖
母
奇
跡
録M

ilagros de nuestra 
Señora

』(1246/1252)

の
第
十
八
話
（「
ト
レ
ド
の
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
」）
で

語
ら
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
を
侮
蔑
す
る
た
め
に
ロ
ウ
に
よ
り
磔
刑
像
（
も
ど

き
）
を
制
作
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
の
逸
話
を
想
起
さ
せ
る
。
ま
た
、
生
月
島
で

は
《
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
》
を
描
い
た
お
掛
け
絵
（
掛
幅
）
も
複
数
伝
存
し
て
お

図2 《エッケ・ホモ》プラケット（着装時）

図3 《エッケ・ホモ》プラケット（非着装時）

図4 踏絵用《エッケ・ホモ》寛永九年（1669年）
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り
、
こ
の
図
像
が
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
の
布
教
活
動
期
か
ら
禁
教
に
至
る

時
代
に
か
け
て
、
極
め
て
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。
し
か
し
、「
マ
タ
イ
福
音
書
」
に
は
、
キ
リ
ス
ト
は
む
ち
打
ち
の

後
、
兵
士
た
ち
か
ら
荊
冠
を
被
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
赤
い
マ
ン
ト
を
羽
織

ら
さ
れ
嘲
笑
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
そ
う
し
た
軽
蔑
的
意
味
合
い
を
こ
こ
に

う
か
が
う
の
は
難
し
く
、
こ
の
着
装
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
痛
々
し
さ
が

増
す
と
も
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
《
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
》

の
青
銅
プ
ラ
ケ
ッ
ト
を
着
装
す
る
と
い
う
行
為
は
何
に
起
因
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
日
本
の
宗
教
文
化
に
も
、
西
洋
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
も
、
造
形

イ
メ
ー
ジ
に
着
衣
を
ま
と
わ
せ
る
と
い
う
行
為
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
が
、

《
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
》
プ
ラ
ケ
ッ
ト
の
着
装
は
ど
こ
か
ら
の
影
響
下
に
行
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

必
ず
し
も
回
答
が
見
つ
か
る
と
も
思
え
な
い
こ
の
疑
問
の
探
求
に
は
、

日
本
の
仏
教
文
化
と
西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
お
け
る
像
の
着
装
行
為

に
つ
い
て
確
認
す
る
作
業
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
日
本
の
仏

教
文
化
に
お
い
て
平
安
末
期
以
降
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
裸
形

着
装
像
と
そ
の
着
装
行
為
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
奥
健
夫
の
先
駆
的
研

究
（
初
出
二
〇
〇
四
年
）
に
依
拠
し
つ
つ
、
簡
略
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

奥
の
定
義
に
従
う
と
、
着
装
行
為
を
前
提
と
し
て
全
裸
も
し
く
は
下
着
姿

に
造
形
さ
れ
た
像
を
裸
形
着
装
像
と
呼
び
、
平
安
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け

て
の
現
存
作
例
は
五
十
三
例
に
及
ぶ
。
こ
の
内
最
古
の
作
例
は
、
広
隆
寺

上
宮
王
院
聖
徳
太
子
像
（
一
一
二
〇
）（
図
５
、
６
）
で
あ
り
、
以
下
、
金

剛
証
寺
地
蔵
菩
薩
像
（
平
安
期
）、
兵
庫
県
浄
土
寺
快
慶
作
阿
弥
陀
如
来

像
（
一
二
〇
一
）、
興
福
寺
旧
蔵
伝
香
寺
地
蔵
菩
薩
像
（
一
二
二
八
）（
図

７
）、
鶴
岡
八
幡
宮
弁
財
天
座
像
（
一
二
六
六
）
と
続
く
。
ど
の
よ
う
な
像

で
も
着
装
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
着
装
像
の
像
種
は
専

ら
阿
弥
陀
如
来
、
地
蔵
菩
薩
、
不
動
明
王
、
弁
財
天
、
神
像
、
聖
徳
太
子

像
、
僧
侶
像
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
仏
像
に
着
装
を
施
す
と
い
う
行
為
は
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
。
奥
は
ま
ず
着
装
行
為
の
淵
源
を
辿
る
べ
く
、
日

本
以
前
の
外
国
の
事
例
を
文
献
史
料
に
よ
り
探
索
し
、
イ
ン
ド
の
ボ
ー
ド

ガ
ー
ヤ
ー
大
精
舎
に
安
置
さ
れ
た
釈
迦
如
来
像
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
は

五
〜
七
世
紀
に
既
に
像
に
実
際
の
袈
裟
を
着
装
さ
せ
る
慣
習
が
存
在
し
て

お
り
、
像
の
着
衣
は
各
地
か
ら
巡
礼
で
訪
れ
た
信
徒
た
ち
が
奉
献
し
た
と

い
う
。
袈
裟
の
み
な
ら
ず
、
貴
石
や
宝
石
を
散
り
ば
め
た
宝
鑑
や
珠
瓔
も

寄
進
さ
れ
た
ら
し
い
。
奥
は
ま
た
先
例
と
し
て
中
国
五
台
山
菩
薩
堂
院
の

文
殊
菩
薩
像
を
挙
げ
る
。
こ
の
像
は
六
度
に
わ
た
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の

の
、
そ
の
形
が
仏
の
意
に
適
わ
ず
、
そ
の
度
毎
に
破
裂
し
た
。
そ
こ
で
制

作
者
が
祈
念
す
る
と
、
金
色
の
獅
子
に
乗
っ
た
文
殊
菩
薩
が
顕
現
し
た
の

で
、
そ
の
「
真
容
」
に
沿
っ
て
作
り
直
す
こ
と
に
よ
り
完
成
に
至
り
、
以

後
し
ば
し
ば
霊
験
を
露
わ
に
し
、
そ
の
度
に
皇
帝
か
ら
袈
裟
が
下
賜
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
事
例
を
基
に
、
奥
は
仏
像
の
着
装

行
為
の
基
本
的
性
格
と
し
て
、
①
「
着
装
に
よ
っ
て
像
が
生
身
化
／
生
動

化
す
る
」
こ
と
と
、
②
「
着
装
行
為
に
お
い
て
、
像
並
び
に
衣
服
（
お
よ

び
宝
冠
、
宝
飾
等
）
が
彼
岸
世
界
へ
行
為
者
の
願
意
を
伝
達
す
る
た
め
の

媒
体
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
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こ
こ
で
は
奥
が
挙
げ
た
作
例
の
内
、
二
点
に
つ
い
て
の
み
や
や
詳
し
く

見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
現
存
最
古
の
広
隆
寺
上
宮
王
院
聖
徳
太
子
像

は
、
下
着
姿
に
造
形
さ
れ
（
図
５
）、
像
内
に
は
聖
徳
太
子
ゆ
か
り
の
三

寺
院
か
ら
の
接
触
型
聖
遺
物
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
品
々
が
納
入
さ

れ
て
い
た
（
図
５
）。
こ
の
像
に
は
、
後
奈
良
天
皇
（
位
一
五
二
六
│
一
五

五
七
年
）
以
降
の
歴
代
天
皇
が
即
位
礼
で
使
用
し
た
の
と
同
じ
黄
櫨
染
御

袍
（
こ
う
ろ
ぜ
ん
の
ご
ほ
う
）
が
着
装
さ
れ
、
そ
れ
ら
下
賜
さ
れ
た
着
衣

の
ほ
と
ん
ど
が
現
存
し
て
お
り
、
今
な
お
新
た
な
天
皇
が
即
位
す
る
度
に
、

新
た
な
御
袍
に
着
替
え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
（
図
６
）。
確
か
に
奥
の
論

じ
る
よ
う
に
、
歴
代
天
皇
が
着
衣
を
寄
進
し
、
こ
の
像
に
着
装
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
願
意
が
彼
岸
世
界
に
伝
達
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

が
、
同
時
に
、
こ
の
像
に
着
装
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
天
皇
の
接
触
型
聖

遺
物
と
も
言
え
る
着
衣
が
永
ら
く
保
存
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
着
装
像

は
、
自
ず
と
歴
代
の
着
衣
の
リ
ポ
ジ
ト
リ
を
生
み
出
す
と
い
う
点
も
注
目

に
値
す
る
だ
ろ
う
。

加
え
て
、
立
体
像
に
実
物
で
あ
る
着
衣
を
装
着
す
る
と
い
う
行
為
は
、

そ
の
像
に
自
然
と
臨
場
感
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
像
に
つ
い
て
は

そ
の
こ
と
を
如
実
に
示
唆
す
る
儀
礼
次
第
が
伝
存
し
て
い
る
。
奥
に
よ
れ

ば
、
高
野
山
金
剛
三
昧
院
に
伝
わ
る
『
聖
徳
太
子
生
身
供
式
』
は
、
同
像

が
制
作
さ
れ
た
翌
年
、
一
一
二
一
年
に
定
海
と
い
う
僧
侶
に
よ
っ
て
広
隆

寺
で
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、
比
叡
山
横
川
霊
山
院
の
康
尚
作
釈
迦
座
像
の

釈
迦
供
の
た
め
の
『
霊
山
院
釈
迦
堂
毎
日
作
法
』
と
内
容
的
に
は
凡
そ
一

致
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
惣
礼
の
後
、
本
像
に
食
器
、
盥
、
手
巾
等
を

献
じ
て
か
ら
粥
を
供
し
、
さ
ら
に
ご
飯
、
菓
子
、
羹
、
冷
汁
等
を
供
す
る
。

続
い
て
花
、
閼
伽
、
香
、
三
衣
（
三
種
類
の
袈
裟
）
を
供
え
た
上
で
、
夏

な
ら
ば
扇
、
冬
な
ら
ば
火
炉
を
像
の
前
に
置
き
、
そ
の
上
で
修
法
を
始
め

る
。
像
へ
の
着
装
は
こ
う
し
た
儀
式
に
先
立
っ
て
執
り
行
わ
れ
た
も
の
と

図6 広隆寺上宮王院　聖徳太子像　黄櫨
染御袍着装時

図5 広隆寺上宮王院　聖徳太
子像　非着装時
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思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
仏
教
美
術
史
の
枠
組
み
か
ら
は
ず
れ
る
民
俗
学
的
な
造
形
物
で

あ
る
た
め
か
、
奥
の
研
究
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
一
例
に
つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。
立
山
芦
峅
寺
閻
魔
堂
お
よ
び
立
山
博
物
館
に
は
、
か
つ
て

芦
峅
寺
か
ら
布
橋
を
越
え
た
先
に
あ
っ
た
姥
堂
に
安
置
さ
れ
て
い
た
一
連

の
姥
尊
（
お
ん
ば
さ
ま
）
像
の
内
の
十
三
体
が
現
存
し
て
い
る
。
博
物
館

に
展
示
さ
れ
え
い
る
八
体
の
内
、
一
体
の
姥
尊
（
図
８
〜
10
）
に
は
永
和

元
年
（
一
三
七
五
）
の
年
記
が
底
部
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
像
に
は
、
や

は
り
博
物
館
に
あ
る
南
北
朝
時
代
の
一
体
と
閻
魔
堂
に
置
か
れ
た
室
町
時

代
の
一
体
と
と
も
に
、
火
事
に
よ
り
焼
け
焦
げ
た
痕
跡
や
損
傷
が
認
め
ら

れ
、
こ
れ
ら
三
体
は
、
天
明
二
年
（
一
七
八
二
）
姥
堂
焼
亡
以
前
か
ら
の

も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
以
外
の
八
体
は
火
災
以
降
の
制
作
に
な
る
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
制
作
時
期
の
古
い
三
体
は
、
い
ず
れ
も
上
半
身
裸
体

で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
着
装
を
前
提
と
し
た
造
形
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

江
戸
後
期
の
文
献
史
料
に
よ
れ
ば
、
実
際
に
こ
の
三
体
と
現
存
し
な
い
治

国
尊
二
体
に
対
し
て
「
お
召
し
替
え
行
事
」
が
執
り
行
わ
れ
て
い
た
。
儀

式
は
毎
年
二
月
九
日
に
行
わ
れ
た
が
、
前
年
の
十
二
月
二
十
四
日
に
六
十

一
歳
以
上
の
女
性
が
七
人
集
め
ら
れ
、
儀
式
当
日
ま
で
、
毎
日
三
回
水
垢

離
を
と
り
つ
つ
姥
尊
等
の
た
め
の
衣
の
準
備
に
携
わ
っ
た
が
、
そ
の
素

材
で
あ
る
苧
（
か
ら
む
し
）
は
扱
い
が
大
変
難
し
く
、
木
綿
の
十
倍
ほ
ど

も
手
間
が
か
か
り
、
現
在
の
儀
式
で
は
木
綿
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。

一
月
八
日
か
ら
は
姥
堂
で
円
座
と
な
り
、
苧
積
み
を
始
め
、
二
月
五
日
ご

ろ
に
は
衣
が
完
成
し
た
。
二
月
九
日
に
な
る
と
沐
浴
を
済
ま
せ
た
衆
徒

と
社
人
が
姥
堂
に
来
て
、
着
せ
替
え
の
状
況
が
衆
目
に
触
れ
な
い
よ
う

に
姥
堂
に
幕
を
巡
ら
す
。
着
せ
替
え
を
担
当
す
る
の
は
一
週
間
の
修
行

を
終
え
た
男
性
二
名
で
、
姥
尊
の
着
せ
替
え
場
面
は
彼
ら
以
外
の
目
に

触
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
と
い
う
。
現
在
で
は
着
せ
替
え
は
地
元
の
女

性
た
ち
に
お
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
男
性
衆
徒
の
役
割
で

あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
福
江
充
は
、
姥
尊
が
元
々
、
醜
い
山
の
神
で

あ
り
、
女
性
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
推
測
し
、

さ
ら
に
「
お
召
し
替
え
行
事
」
に
は
、
人
々
に
衣
食
住
を
恵
ん
で
く
れ
て

い
る
山
の
神
に
対
す
る
返
礼
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
推
測
す
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）
の
『
御
姥
尊
縁

起
』
中
に
姥
尊
に
つ
い
て
の
「
左
の
御
手
に
五
穀
を
納
め
、
右
の
御
手
に

麻
の
種
子
を
執
持
し
て
姥
の
形
を
出
現
す
。
十
方
に
五
穀
を
植
え
、
群
生

図7 伝香寺　地蔵菩薩像
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の
丹
田
を
生
養

し
、
麻
を
万
里
に

弘
め
て
」
と
い
う

一
節
を
挙
げ
て
い

る
。
な
お
、
福
江

に
よ
る
と
、
苧
に

よ
る
着
衣
の
制
作

に
あ
た
っ
て
は
返

し
針
や
縫
い
糸
の

結
玉
を
作
ら
な
い

上
に
、
姥
尊
に
左

前
に
着
装
す
る
こ

と
か
ら
、
お
召
し

衣
は
死
装
束
と
し

て
作
ら
れ
て
い
る

と
い
う
。
そ
の
背

景
に
は
姥
尊
が
三

途
の
川
の
彼
岸
に

待
機
し
て
死
者
の

衣
服
を
剥
ぎ
取
る

と
さ
れ
る
奪
衣
婆

と
「
習
合
」
し
て

い
た
可
能
性
が
あ

り
、
還
暦
を
過
ぎ
た
老
女
た
ち
が
苦
労
し
て
制
作
し
た
苧
の
衣
を
死
装
束

と
し
て
姥
尊
／
奪
衣
婆
に
事
前
に
「
貸
す
」
と
い
う
逆
修
供
養
的
意
味
合

い
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
福
江
は
推
測
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
着

装
像
を
「
彼
岸
世
界
へ
の
行
為
者
の
願
意
を
伝
達
す
る
た
め
の
媒
体
」
と

見
な
す
奥
の
考
察
と
も
通
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
、
次
に
少
し
中
近
世
キ
リ
ス
ト
教
文
化
に
お
け
る
着
装
像
と
着
装

行
為
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。

十
四
世
紀
頃
か
ら
女
子
修
道
院
に
お
い
て
、
修
道
女
が
幼
子
イ
エ
ス

像
を
保
持
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
始
め
て
い
た
が
、
現
存
作
例
中
に
は

裸
体
で
造
形
さ
れ
た
イ
エ
ス
像
が
数
多
く
認
め
ら
れ
る
。
中
で
も
ド
イ
ツ

南
部
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
地
方
の
マ
リ
ア
＝
メ
デ
ィ
ン
ゲ
ン
女
子
修
道
院
教

会
は
、
現
在
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
が
管
理
し
て
い
る
が
、
一
八
〇
二
年

ま
で
は
ド
ミ
ニ
コ
会
女
子
修
道
院
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
中
世
の
著
名
な
女

性
神
秘
家
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
・
エ
プ
ナ
ー
（
一
二
九
一
│
一
三
五
一
）
が
凡

そ
四
十
年
に
わ
た
り
修
道
女
と
し
て
暮
ら
し
た
場
所
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
。
一
三
四
四
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
に
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
に
ウ
ィ
ー
ン
か
ら
幼

子
イ
エ
ス
像
（
図
11
、
12
）
と
そ
の
寝
台
が
送
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
イ
エ

ス
像
を
入
手
後
、
マ
ル
ガ
レ
ー
テ
は
様
々
な
奇
跡
に
遭
遇
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
彼
女
の
聴
聞
師
で
あ
り
、
頻
繁
に
書
簡
を
交
わ
し
合
っ
た
在
俗
司

祭
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ネ
ル
ト
リ
ン
ゲ
ン
か
ら
神
秘
的
体
験
を

記
録
す
る
よ
う
に
勧
め
ら
れ
、
四
年
を
か
け
て
書
き
上
げ
た
の
が
『
啓
示

O
ff enbarungen

』
で
あ
る
。
イ
エ
ス
像
を
入
手
直
後
の
一
三
四
四
年
十
二

月
二
十
六
日
の
幻
視
で
は
、
寝
台
に
寝
か
さ
れ
て
い
た
イ
エ
ス
像
が
授
乳

図8～10　 立山芦峅寺閻魔堂　姥尊　1375年記
左から非着装時、苧の衣着装時、木綿の衣着装時
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を
ね
だ
り
、「
も
し
授
乳
し
て
く
れ
な
い
の
な
ら
、
あ
な
た
が
私
を
最
も

愛
お
し
く
思
う
と
き
に
、
姿
を
消
し
て
し
ま
う
」
と
脅
し
た
の
で
、
マ
ル

ガ
レ
ー
テ
は
イ
エ
ス
像
を
抱
え
上
げ
、
授
乳
（
の
ふ
り
を
）
す
べ
く
胸
に

抱
い
た
と
い
う
。
ま
た
別
の
幻
視
で
は
、
あ
る
夜
、
イ
エ
ス
像
が
揺
り
籠

の
中
で
楽
し
そ
う
に
生
き
生
き
と
遊
び
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
「
ち
ゃ
ん
と

寝
か
せ
て
あ
げ
た
の
に
、
ど
う
し
て
お
行
儀
よ
く
静
か
に
し
て
私
を
寝
か

せ
て
く
れ
な
い
の
？
」
と
尋
ね
る
と
、「
僕
を
だ
っ
こ
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、

寝
か
せ
て
な
ん
か
あ
げ
な
い
」
と
イ
エ
ス
像
が
答
え
た
。
そ
こ
で
マ
ル
ガ

レ
ー
テ
は
喜
ん
で
像
を
膝
に
乗
せ
、「
接
吻
し
て
。
そ
う
す
れ
ば
私
を
困

ら
せ
た
こ
と
を
忘
れ
て
あ
げ
る
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
イ
エ
ス
像
は
彼
女

の
首
に
抱
き
着
き
、
接
吻
し
た
と
い
う
。

マ
ル
ガ
レ
ー
テ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
頃
の
ド
イ
ツ
や
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン

ト
の
修
道
女
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
幼
子
イ
エ
ス
像
が
生
動
化
／
生
身
化

す
る
幻
視
を
体
験
し
て
い
る
。
ア
ル
ザ
ス
地
方
コ
ル
マ
ー
ル
の
ウ
ン
タ
ー

リ
ン
デ
ン
女
子
修
道
院
で
は
、
修
道
女
た
ち
の
数
々
の
幻
視
体
験
が
『
修

道
女
小
冊Schw

esterbuechlein

』（
一
三
二
〇
年
頃
）
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、

ブ
リ
ュ
ー
ジ
ュ
の
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
が
内
陣
で
聖
母
像
の
前
で
罪
の
赦
し
の

た
め
に
祈
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
母
親
の
膝
の
上
に
座
っ
て
い
た
幼
子
イ
エ

ス
像
が
左
手
を
彼
女
の
方
に
伸
ば
し
て
「
君
は
僕
と
愛
す
る
母
か
ら
決
し

て
、
そ
し
て
永
え
に
別
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
僕
は
君
の
罪
に
は
寛

容
で
あ
り
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
し
、
も
は
や
覚
え
て
も
い
な
い
」
と
言
っ

た
。
イ
エ
ス
像
の
約
束
に
昂
揚
し
た
ゲ
ル
ト
ル
ー
ド
が
思
わ
ず
強
い
力
で

像
の
腕
を
握
っ
た
と
こ
ろ
、
取
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
何
度
も
修
復

図11　（右）伝マルガレーテ・エプナ旧蔵の幼子
　　　イエス像　14世紀半ば

図12　 マリア＝メディンゲン修道院教会エプナー礼拝堂における
現在の安置の様子
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の
試
み
が
為
さ
れ
た
も
の
の
果
た
せ
ず
、
神
の
力
に
よ
る
奇
跡
み
な
さ
れ
、

彼
女
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
筆
者
ギ
ュ
ー
バ
ー
シ
ュ
ヴ
ィ
ー

ア
の
カ
タ
リ
ー
ナ
は
記
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
幻
視
は
、
修
道
女
間
で
共
有
さ
れ
、
更
な
る
幻
視
が
次
々
と

体
験
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
日
本
の
中
世
に
お
け
る
「
夢
語
り
共
同
体
」

に
通
じ
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
な
く
も
な
い
。
こ
う
し
た
環
境
で
の
イ
エ
ス

像
へ
の
着
装
行
為
は
、
実
物
と
し
て
の
衣
を
表
象
／
再
現
物
に
付
加
す
る

こ
と
に
よ
り
、
イ
エ
ス
像
と
そ
の
原
型
た
る
イ
エ
ス
自
身
と
の
境
界
を
揺

る
が
せ
る
こ
と
に
な
り
得
た
。
イ
エ
ス
像
の
生
動
化
と
い
う
幻
視
に
つ
い

て
耳
に
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
た
十
四
世
紀
の
修
道
女
た
ち
が
、
自
室

で
幼
子
イ
エ
ス
像
と
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ヴ
な
関
係
に
身
を
置
く
際
、
彼
女

た
ち
は
聖
母
の
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、
自
ず
と
己
を
聖
母
に
重
ね
合
わ

せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
エ
プ
ナ
ー
所
有
だ
っ
た
と
さ
れ
る
イ
エ
ス
像
（
十
四
世
紀

半
ば
）（
図
11
）
は
、
現
在
で
は
彼
女
の
接
触
型
聖
遺
物
か
つ
聖
像
と
し

て
着
装
さ
れ
て
エ
プ
ナ
ー
礼
拝
堂
の
祭
壇
後
方
に
設
置
さ
れ
て
い
る
（
図

12
）
が
、
裸
体
で
造
形
さ
れ
て
い
る
上
に
、
本
来
自
立
せ
ず
、
恐
ら
く
寝

台
上
の
仰
臥
像
を
意
図
し
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
種
の

裸
体
で
造
形
さ
れ
た
イ
エ
ス
像
の
多
く
は
着
装
を
前
提
と
し
た
も
の
で

あ
り
、
そ
の
た
め
の
着
衣
や
マ
ン
ト
、
王
冠
等
が
各
地
に
遺
さ
れ
て
い
る
。

マ
ル
ガ
レ
ー
テ
の
イ
エ
ス
像
と
制
作
時
期
の
近
い
も
の
と
し
て
は
、
ス
イ

ス
、
ザ
ル
ネ
ン
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
会
聖
ア
ン
ド
レ
ア
ス
女
子
修
道
院
に
伝

わ
る
幼
子
イ
エ
ス
像
（
一
三
六
〇
年
頃
）(

図
13)

が
挙
げ
ら
れ
る
。
高
さ

五
十
㎝
の
木
製
で
、
膝
の
上
に
宝
珠
を
置
き
、
右
手
で
支
え
、
左
手
は
心

臓
の
上
に
置
く
と
い
う
珍
し
い
姿
態
を
と
る
こ
の
幼
子
像
も
、
現
在
は
着

装
さ
れ
、
祭
壇
衝
立
中
に
垂
直
に
安
置
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
形
態
か
ら

見
て
や
は
り
仰
臥
像
と
し
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
修
道
院
に
は
、
制
作
後
ま
も
な
く
の
時
期
に
こ
の
像
が
起
こ
し
た

奇
跡
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
あ
る
ク
リ
ス
マ
ス
の
夜
、
こ

の
イ
エ
ス
像
は
病
に
伏
し
た
修
道
女
の
部
屋
に
持
ち
こ
ま
れ
た
。
す
る
と

こ
の
像
は
寒
さ
に
震
え
だ
し
、
両
手
、
両
足
を
動
か
し
だ
し
、
右
足
を
上

げ
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
修
道
女
が
驚
き
の
あ
ま
り
叫
び
声
を
挙
げ
た
の

で
、
人
々
は
イ
エ
ス
像
を
彼
女
か
ら
取
り
上
げ
、
聖
堂
へ
と
運
ん
だ
。
本

来
、
両
足
を
同
じ
よ
う
に
伸
ば
し
て
い
た
筈
の
イ
エ
ス
像
が
、
現
状
の
よ

う
に
右
足
を
挙
げ
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
修
道
女
た
ち
は
驚
き
、
奇
跡
と

認
識
さ
れ
、
こ
の
像
は
篤
い
崇
敬
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

図13　ザルネン（スイス）、聖アンド
レアス女子修道院　幼子イエ
ス像（着装時）　1360年頃
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こ
う
し
た
奇
跡
が
喧
伝
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
像
の
た
め
の
着

衣
が
実
に
沢
山
、
修
道
院
に
保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
一
三
六
四

年
に
寄
進
さ
れ
た
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
王
妃
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
ア
グ
ネ
ス
（
一

二
八
一
│
一
三
六
四
）
が
一
二
六
一
年
の
結
婚
式
で
着
用
し
た
衣
か
ら
作

っ
た
と
さ
れ
る
イ
エ
ス
像
用
の
衣
が
あ
る
。
こ
の
像
は
着
装
像
で
あ
る
と

同
時
に
、
奇
跡
を
そ
の
躯
体
に
記
録
し
た
像
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
裸
体
で

示
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
特
異
な
右
脚
の
姿
勢
が
奇
跡
に
つ
い
て
の
言
説
を
証

明
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
常
に
裸
体
で
呈
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
イ

ン
パ
ク
ト
が
薄
れ
て
ゆ
く
危
険
が
あ
る
。
そ
の
霊
験
を
嘉
し
て
寄
進
さ
れ

る
衣
の
着
装
は
、
人
々
の
視
線
を
遮
断
す
る
役
割
を
果
た
す
。
日
本
の
寺

院
に
お
け
る
秘
仏
と
同
様
の
隠
蔽
と
開
示
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
り
、
こ
の

像
の
信
徒
に
と
っ
て
の
聖
性
価
値
は
隠
蔽
を
兼
ね
る
着
装
行
為
に
よ
っ
て
、

い
や
が
う
え
に
も
高
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
修
道
女
た
ち
は
特
権
的
立
場

に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
一

層
自
覚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
西
洋
中
近
世
に
お
け
る
着
装
像
な
い
し
着
装
行
為
に
つ
い
て
の

最
も
早
い
論
考
は
、
ホ
ル
ス
ト
・
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
に
よ
る
『
ド
イ
ツ
美
術

史
事
典
』
中
の
「
造
形
作
品
の
着
装
」
と
い
う
項
目
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ン
ツ

ェ
ル
は
ハ
ン
ザ
同
盟
の
盟
主
と
し
て
繁
栄
し
た
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
市
の
文
献

史
料
か
ら
、
十
四
世
紀
後
半
に
は
市
内
の
大
聖
堂
や
そ
の
他
の
聖
堂
の
聖

母
像
な
い
し
聖
人
像
に
対
し
て
、
人
々
が
し
ば
し
ば
外
衣
、
マ
ン
ト
、
装

身
具
類
、
宝
冠
や
そ
れ
ら
の
材
料
調
達
の
た
め
の
資
金
等
を
寄
進
な
い
し

遺
贈
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
像
に
着
装
す
る
慣
習
と
そ
の
た
め

の
寄
進
の
高
ま
り
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
。
像
に
装
着
さ
れ
た
宝
冠
や
装

身
具
等
が
あ
ま
り
に
も
高
価
な
場
合
、
リ
ュ
ー
ベ
ッ
ク
や
シ
ュ
ト
ラ
ー
ス

ズ
ン
ト
で
は
、
日
夜
の
監
視
の
た
め
に
終
身
雇
用
の
警
備
係
が
雇
用
さ
れ

た
と
い
う
。
史
料
か
ら
は
、
像
へ
の
着
装
行
為
が
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
る
も
の
の
、
ヴ
ェ
ン
ツ
ェ
ル
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
具
体

的
な
残
存
作
例
は
、
前
述
し
た
女
子
修
道
院
に
お
け
る
個
人
的
祈
念
用
の

イ
エ
ス
像
を
除
け
ば
、
決
し
て
多
く
は
な
い
。
十
六
な
い
し
十
七
世
紀
以

降
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
諸
地
域
で
は
、
等
身
大
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
聖
母

像
等
に
豪
華
な
衣
装
を
着
装
さ
せ
る
行
為
が
広
が
る
が
、
多
く
は
頭
部
と

両
腕
、
両
足
の
み
が
精
緻
に
造
形
さ
れ
、
躯
体
は
か
な
り
素
朴
な
作
り
に

留
ま
る
も
の
が
多
い
。
像
の
下
半
身
は
重
量
を
抑
え
か
つ
支
え
る
た
め
に
、

蝋
製
肖
像
彫
刻
（
ロ
ウ
人
形
）
や
我
が
国
の
菊
人
形
等
と
同
様
に
、
ほ
と

ん
ど
支
持
構
造
の
み
、
と
い
う
場
合
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
今
日
着
装

を
施
さ
れ
て
い
る
作
例
で
も
、
十
七
世
紀
以
降
に
衣
を
着
脱
で
き
る
よ
う

に
両
腕
の
肩
や
肘
を
可
動
式
に
加
工
し
直
し
た
も
の
も
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
で
、
セ
ビ
リ
ア
大
聖
堂
の
王
家
礼
拝
堂
に
安
置
さ
れ
る

《
王
の
聖
母 V

irgen de los Reyes

》（
図
14
）
は
、
十
四
世
紀
半
ば
の
制
作

で
、
西
欧
現
存
最
古
の
着
装
像
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
レ
コ
ン
キ
ス
タ

を
推
進
し
て
い
た
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
三
世
が
一
二
四

八
年
に
セ
ビ
リ
ア
を
イ
ス
ラ
ム
勢
力
か
ら
奪
還
し
た
際
に
、
こ
の
聖
母
子

像
と
共
に
凱
旋
入
場
を
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
、
嫡
男
で
王
位
を
継

い
だ
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
十
世
（
賢
王
）（
一
二
二
一
│
八
四
）
が
セ
ビ
リ
ア
大

聖
堂
に
安
置
し
た
。
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
が
編
纂
し
、
文
学
史
の
み
な
ら
ず
音
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楽
史
上
名
高
い
『
聖
母
マ
リ
ア
讃
歌
（
カ
ン
テ
ィ
ー
ガ
）
集
』
は
内
容
的
に

は
聖
母
の
奇
跡
録
で
あ
り
、
二
九
五
番
で
は
こ
の
像
の
奇
跡
が
語
ら
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
王
は
絶
え
ず
威
厳
が
あ
り
美
し
い
聖
母
像
を
作

ら
せ
て
は
贅
沢
に
刺
繍
を
施
し
、
黄
金
に
輝
く
豪
華
な
衣
装
を
着
装
さ
せ
、

さ
ら
に
は
多
く
の
貴
石
を
散
り
ば
め
た
宝
冠
を
そ
れ
ぞ
れ
に
被
ら
せ
て
い

た
。
ま
た
、
聖
母
の
祝
日
に
あ
た
っ
て
は
、
祝
祭
に
敬
意
を
払
っ
て
さ
ら

に
高
価
な
衣
装
に
着
替
え
さ
せ
、
祭
壇
上
に
置
か
せ
た
。
王
は
修
道
女
た

ち
に
聖
母
像
を
披
瀝
し
、
王
の
た
め
に
全
霊
を
込
め
て
祈
念
す
る
よ
う
命

じ
た
。
す
る
と
祈
念
に
没
頭
す
る
修
道
女
た
ち
に
聖
母
像
が
語
り
か
け
は

じ
め
、
王
を
呼
ぶ
よ
う
に
命
じ
た
。
王
が
や
っ
て
く
る
と
聖
母
像
は
彼
の

前
で
跪
き
、
接
吻
す
る
た
め
に
彼
の
両
手
を
求
め
た
。
し
か
し
、
王
は
聖

母
像
の
前
の
床
に
身
を
投
じ
、
両
腕
を
左
右
に
広
げ
て
俯
せ
と
な
り
、
感

涙
し
つ
つ
「
光
で
あ
る
聖
母
さ
ま
、
私
が
あ
な
た
の
両
足
と
両
手
に
接
吻

い
た
し
ま
す
。
あ
な
た
の
「
力
」
が
常
に
私
に
健
康
を
も
た
ら
し
、
私
に

害
を
為
そ
う
と
す
る
者
た
ち
か
ら
私
を
守
っ
て
く
れ
る
の
で
す
か
ら
」
と

言
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
聖
母
が
「
い
や
む
し
ろ
あ
な
た
が
私
と
、
神

で
あ
り
人
で
あ
る
私
の
息
子
に
い
つ
も
大
い
な
る
名
誉
を
示
し
て
く
れ
る

の
で
、
私
が
あ
な
た
の
両
手
に
接
吻
し
ま
し
ょ
う
。」
と
言
っ
た
と
こ
ろ

で
、
修
道
女
た
ち
は
幻
視
か
ら
覚
醒
し
、
翌
日
一
部
始
終
を
王
に
伝
え
る

と
、
王
は
聖
母
像
の
前
で
感
涙
に
む
せ
び
、
よ
り
一
層
聖
母
に
仕
え
る
こ

と
を
誓
い
、
聖
母
を
称
賛
し
た
と
い
う
。

　

こ
の
奇
跡
譚
で
は
、
着
装
を
施
さ
れ
た
聖
母
像
が
、
祭
壇
か
ら
床
に
降

り
、
跪
き
、
王
の
両
手
を
求
め
つ
つ
、
王
と
対
話
し
た
と
い
う
修
道
女

た
ち
の
共
同
幻
視
が
中
核
を
為
し
て
い
る
が
、
当
該
聖
母
像
は
着
衣
の
下

に
、
肩
、
肘
、
腰
、
膝
お
よ
び
頸
部
が
可
動
式
と
い
う
複
雑
な
構
造
の
躯

体
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
内
部
に
は
歯
車
や
滑
車
も
あ

り
、
頭
部
や
両
腕
を
外
部
か
ら
操
作
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
仕

掛
け
は
躯
体
全
体
が
薄
く
柔
ら
か
な
獣
皮
で
覆
わ
れ
て
お
り
通
常
は
視
認

で
き
ず
、
な
お
か
つ
四
肢
の
動
き
に
支
障
を
き
た
さ
な
か
っ
た
。
ま
た
玉

眼
嵌
入
や
植
髪
に
よ
っ
て
も
こ
の
像
は
常
な
ら
ぬ
雰
囲
気
を
か
も
し
だ
し

て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
こ
れ
以
上
の
詳
細
に
立
ち
入
る
余
裕

は
な
い
が
、
こ
の
聖
母
像
は
着
装
像
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
オ
ー
ト
マ

タ
的
構
造
を
有
す
る
聖
母
子
像
と
し
て
も
現
存
す
る
中
で
は
相
当
早
い
作

例
と
言
え
、
近
年
注
目
を
集
め
つ
つ
あ
る
。
な
お
一
貫
し
て
王
家
の
保
護

を
受
け
て
き
た
本
像
の
着
衣
や
装
身
具
等
は
当
初
か
ら
極
め
て
高
価
な
も

図14　セビリア大聖堂　《王の聖母 Virgen 
de los Reyes》　13世紀半ば
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の
ば
か
り
で
、
王
家
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。
今
日
、
セ

ビ
リ
ア
で
は
八
月
十
五
日
の
聖
母
被
昇
天
祭
の
折
に
、
市
中
の
聖
堂
か
ら

総
計
十
五
体
も
の
聖
母
着
装
像
が
担
ぎ
出
さ
れ
、
街
中
を
練
り
歩
く
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
母
像
の
着
装
の
豪
華
さ
を
同
心
会

同
士
が
競
う
よ
う
に
な
り
、
華
美
を
極
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
一

般
の
信
徒
に
管
理
が
委
ね
ら
れ
て
い
た
こ
う
し
た
着
装
像
（im

ágenes de 
vestir

）
が
、
次
第
に
華
美
な
も
の
と
な
り
、
ま
た
聖
母
に
必
ず
し
も
ふ
さ

わ
し
く
な
い
世
俗
の
流
行
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
て
ゆ
く
傾
向
に
対
し
て

は
早
く
か
ら
教
会
側
は
批
判
的
で
、
一
五
三
六
年
の
ト
レ
ド
教
会
会
議

以
降
、
着
装
す
る
衣
装
に
つ
い
て
の
規
制
が
強
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

一
方
で
一
五
二
一
年
に
は
請
願
行
列
の
た
め
に
《
王
の
聖
母
》
は
セ
ビ
リ

ア
か
ら
川
を
挟
ん
で
対
岸
の
ト
リ
ア
ー
ナ
の
教
区
教
会
に
安
置
さ
れ
る
聖

ア
ン
ナ
像
に
会
い
に
で
か
け
、
双
方
が
教
会
の
前
で
落
ち
合
う
と
、
二
人

（
二
体
）
相
携
え
て
聖
堂
に
入
り
ミ
サ
に
列
席
、
聖
母
像
が
川
を
渡
り
終

え
る
ま
で
ア
ン
ナ
像
が
見
送
っ
た
と
い
う
。

　

日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
が
到
来
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
ほ
ん
の
少
し
後

の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
で
活
動
し
た
宣
教
師
の
多
く
が
イ
ベ
リ
ア
半
島
出

身
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
聖
像
へ
の
着
装
行
為
を
知
悉
し
て
い
た
可
能
性

は
あ
る
だ
ろ
う
。
で
は
、《
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
》
プ
ラ
ケ
ッ
ト
の
着
装
行
為
が
、

こ
う
し
た
イ
ベ
リ
ア
半
島
の
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
圏
に
お
け
る
着
装
行
為

と
何
が
し
か
の
関
連
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら
、
日
本
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
教
布
教
の
際
に
宣
教
師
た
ち
が
絵
画
以
外
に
彫
刻
や
工
芸
品

を
ど
の
よ
う
に
用
い
た
か
、
像
を
用
い
た
儀
礼
を
採
用
し
た
の
か
ど
う
か

を
含
め
て
情
報
が
不
足
し
て
お
り
、
現
段
階
で
は
こ
れ
以
上
突
き
詰
め
る

こ
と
は
難
し
い
。
で
は
、
仏
教
文
化
に
も
浸
透
し
て
い
た
仏
像
や
祖
師
像

等
へ
の
着
装
行
為
が
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
人
々
に
追
っ
て
「
習
合
」
的

に
採
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
宗
教
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ

民
間
信
仰
的
に
、
釈
迦
涅
槃
像
に
布
団
を
か
け
た
り
（
図
15
）、
路
傍
の

石
仏
に
笠
を
被
せ
た
り
、
衣
を
着
せ
た
り
、
あ
る
い
は
店
頭
の
さ
と
ち
ゃ

ん
人
形
や
ケ
ロ
ヨ
ン
を
着
装
す
る
よ
う
な
よ
り
一
般
的
な
人
間
の
本
性
に

根
ざ
す
慈
し
み
や
憐
憫
の
情
の
現
れ
な
の
か
。

　

と
言
う
よ
う
に
、
特
段
の
結
論
を
呈
示
す
る
こ
と
な
く
、
中
近
世
キ
リ

ス
ト
教
文
化
と
仏
教
文
化
に
お
け
る
着
装
像
と
着
装
行
為
の
雑
駁
な
比

較
を
試
み
る
こ
と
に
よ
り
、

造
形
物
の
機
能
と
い
う
点

に
着
目
し
て
の
比
較
が
、

ま
だ
い
ろ
い
ろ
と
課
題
を

生
み
出
し
う
る
こ
と
を
多

少
と
も
呈
示
し
た
、
と
い

う
形
で
小
論
を
終
え
よ
う

と
当
初
考
え
て
い
た
。
比

較
そ
の
も
の
か
ら
強
引
に

何
か
結
論
を
導
き
出
す
よ

り
も
、
比
較
し
あ
っ
た
双

方
の
文
化
の
事
例
に
つ
い

て
、
さ
ら
に
普
遍
性
と
特

図15　亀岡市　穴太寺　釈迦如来大涅槃像（通称、
なで仏）
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殊
性
を
よ
り
精
緻
に
弁
別
し
て
考
察
を
進
め
る
こ
と
の
方
が
重
要
だ
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
は
、
美
術
史
家
に
常
に
大
き
な
刺

激
を
与
え
続
け
て
く
れ
る
歴
史
家
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
バ
イ

ナ
ム
の
新
著
『
非
類
似
の
類
似
』（
二
〇
〇
〇
年
）
中
の
論
文
「
形
態
学
の

専
制
を
避
け
つ
つ
、
あ
る
い
は
な
ぜ
比
較
す
る
の
か
」
と
概
ね
近
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
バ
イ
ナ
ム
は
宗
教
に
つ
い
て
の
比
較
研
究
の
際
に
、
留
意

す
べ
き
こ
と
は
「
似
て
見
え
る
」
も
の
を
比
較
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
構

造
的
、
機
能
的
、
現
象
学
的
、
祈
念
的
並
行
現
象
を
探
求
し
て
ゆ
く
こ
と

で
あ
り
、
根
本
的
に
異
な
っ
て
見
え
る
も
の
の
間
に
驚
く
べ
き
類
似
性
が

浮
か
び
上
が
る
可
能
性
が
あ
る
と
言
い
、
中
世
神
学
の
用
語
を
借
り
て

「
非
類
似
の
類
似D

issim
ilar Sim

ilitudes
」
と
い
う
表
現
を
導
入
し
、
書

名
に
も
採
用
し
て
い
る
。
バ
イ
ナ
ム
は
こ
の
論
文
で
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ

ー
教
と
の
比
較
を
通
じ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
体
に
つ
い
て
の
考

え
が
大
き
く
変
わ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
筆
者
自
身
、
上
述
の
よ
う
に

雑
駁
な
が
ら
も
着
装
像
と
着
装
行
為
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
着
装
行
為
の
有
り
方
や
意
味
に
つ
い
て

の
理
解
が
よ
り
深
ま
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

補
遺

　

と
い
う
と
こ
ろ
で
、
小
論
は
終
わ
る
は
ず
だ
っ
た
の
だ
が
、《
エ
ッ

ケ
・
ホ
モ
》
プ
ラ
ケ
ッ
ト
の
着
装
行
為
に
つ
い
て
、
全
く
異
な
る
観
点
か

ら
、
新
た
な
仮
説
を
立
て
る
可
能
性
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
で
、
以

下
に
簡
潔
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
数
年
前
に
和
歌
山
県
の
新
宮
市
に
お
い

て
着
装
像
の
東
西
比
較
に
つ
い
て
の
講
演
後
の
懇
談
会
で
、
下
津
健
太
朗

氏
か
ら
《
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
》
プ
ラ
ケ
ッ
ト
の
着
装
に
つ
い
て
、
捕
獲
し
た

鯨
の
体
内
か
ら
見
つ
か
っ
た
胎
児
を
埋
葬
す
る
折
に
、
似
た
よ
う
に
着
物

を
着
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
う
か
が
っ
た
。
そ
の
後
、
あ
ま
り
気
に
留
め
て

い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
生
月
島
が
捕
鯨
基
地
と
し
て
栄
え
て
い
た
時
期
が

あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
、
少
し
調
べ
て
み
た
。
す
る
と
、
高
知
県
室
戸
で

は
鯨
の
胎
児
を
埋
葬
す
る
際
は
子
供
の
着
物
を
着
せ
た
り
、
長
崎
県
崎
戸

江
島
（
西
海
市
）
で
は
、
捕
鯨
船
団
の
中
で
勢
子
船
に
乗
り
、
作
業
を
指

揮
し
、
銛
を
投
げ
た
り
、
鯨
に
飛
び
乗
っ
た
り
す
る
羽
差
（
は
だ
し
、
は

ざ
し
、
刃
刺
、
羽
指
と
も
）
の
羽
織
に
包
ん
で
埋
葬
す
る
と
い
う
。
孕
み

鯨
や
母
子
鯨
を
捕
獲
し
た
場
合
、
子
鯨
や
胎
児
へ
の
哀
悼
の
念
や
祟
り

へ
の
恐
れ
か
ら
、
親
鯨
よ
り
も
遥
か
に
念
入
り
に
供
養
し
、
埋
葬
し
た

よ
う
で
、
そ
う
し
た
墓
や
供
養
塔
が
各
地
に
確
認
さ
れ
る
と
い
う
。
で
は
、

《
エ
ッ
ケ
・
ホ
モ
》
プ
ラ
ケ
ッ
ト
の
着
装
は
、
こ
う
し
た
捕
鯨
に
関
わ
る

慣
習
か
ら
来
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
し
た
な
ら
ば
、
こ
の
慣
習

は
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
山
口
県

か
ら
九
州
北
西
部
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
西
海
捕
鯨
は
、
元
和
二
年
（
一

六
一
六
）
以
降
、
紀
州
か
ら
到
来
し
た
鯨
取
り
た
ち
が
初
め
て
西
海
に
進

出
し
、
平
戸
諸
島
辺
り
を
本
拠
と
し
て
活
動
し
、
ま
も
な
く
対
馬
、
壱
岐
、

五
島
な
ど
で
も
捕
鯨
が
開
始
さ
れ
た
。
江
戸
幕
府
が
全
国
に
禁
教
令
を
布

い
た
の
が
慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）、
禁
教
が
厳
し
さ
を
増
す
契
機
と

な
っ
た
元
和
大
殉
教
が
元
和
八
年
（
一
六
二
二
）
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る

と
、
西
海
捕
鯨
は
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
の
強
化
と
期
せ
ず
し
て
同
じ
時
期
に
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発
展
し
た
こ
と
に
な
る
。
生
月
島
に
捕
鯨
基
地
が
開
か
れ
た
の
は
享
保
十

年
（
一
七
二
五
）
と
か
な
り
下
る
が
、
崎
戸
江
島
と
同
様
に
、
西
海
地
域

に
捕
鯨
の
先
進
地
域
で
あ
る
紀
州
や
高
知
か
ら
、
鯨
の
胎
児
の
埋
葬
方
法

に
つ
い
て
の
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
よ
う

に
も
思
わ
れ
る
。
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