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は
じ
め
に　
　

生
者
を
映
す
鏡
と
し
て
の
死
者　

　

キ
リ
ス
ト
教
は
四
世
紀
以
降
、
ロ
ー
マ
帝
国
の
国
教
と
し
て
地
中

海
世
界
か
ら
ア
ル
プ
ス
以
北
へ
と
、
各
地
域
の
歴
史
文
化
と
緊
密
な

関
係
の
う
ち
に
展
開
し
た
。
そ
の
過
程
で
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
が
多

分
に
異
教
的
な
も
の
の
習
合
、
借
用
と
援
用
か
ら
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
よ
う
に
、
そ
の
死
生
観
、
異
界
観
、
そ
し
て
霊
魂
観
も
普
遍
的
な

側
面
を
残
し
つ
つ
変
容
し
て
い
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

キ
リ
ス
ト
教
を
奉
じ
た
人
々
、
十
字
架
上
で
死
ん
だ
イ
エ
ス
を
礼

拝
す
る
人
々
の
死
生
観
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
筆
者
の
死
生
観
研
究
の
出
発
点
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
の
磔
刑
の
イ
エ
ス
像
は
正
面
を
見
据
え
、

身
体
を
十
字
架
に
沿
っ
て
伸
ば
し
た
姿
勢
を
保
つ
、
死
に
打
ち
勝
つ

イ
エ
ス
磔
刑
像
で
あ
っ
た
が
、
十
二
世
紀
頃
に
な
る
と
、
イ
エ
ス
は

十
字
架
上
で
目
を
つ
む
り
、
死
の
様
相
を
帯
び
る
。
さ
ら
に
十
三
世

紀
以
降
、
惨
た
ら
し
い
死
を
遂
げ
た
死
者
の
姿
に
変
貌
す
る
。
そ
し

て
こ
の
凄
惨
な
イ
エ
ス
の
死
に
姿
に
、
現
世
に
お
い
て
精
神
的
に
も

肉
体
的
に
も
苦
し
む
自
身
の
姿
を
な
ぞ
ら
え
て
、
辛
苦
を
乗
り
越
え

よ
う
と
し
た
あ
ま
た
の
民
衆
が
お
り
、
中
世
後
期
に
は
必
然
的
な
帰

結
と
し
て
「
イ
エ
ス
に
倣
う
」
と
い
う
思
想
が
掲
げ
ら
れ
、
自
身
の

身
体
を
激
し
く
鞭
打
ち
な
が
ら
悔
い
改
め
と
救
い
を
祈
る
修
道
士
と
、

そ
れ
に
追
随
し
嘆
願
す
る
信
者
の
群
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
大
地
を

這
っ
た
。
終
末
的
危
機
意
識
の
高
ま
り
は
、
い
か
な
る
宗
教
に
も
稀

な
「
死
せ
る
神
」
の
像
、
し
か
も
罪
人
の
刑
罰
で
あ
る
磔
刑
に
処
せ

ら
れ
た
イ
エ
ス
の
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ス
な
像
を
、
贖
罪
と
救
済
の
至

高
の
証
し
に
ま
で
高
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

時
を
同
じ
く
し
て
十
三
世
紀
頃
か
ら
、
死
後
の
肉
体
の
変
化
を
あ

ら
わ
に
し
た
死
骸
像
が
美
術
に
あ
ら
わ
れ
る
。
や
が
て
死
者
が
生
者

と
対
話
す
る
詩
を
と
も
な
っ
た
絵
図
「
三
人
の
死
者
と
三
人
の
生

者
」、
さ
ら
に
死
者
が
、
身
分
の
貴
賎
、
老
若
男
女
、
年
齢
を
問
わ
ず
、

キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
見
る
霊
魂
観

―

古
代
地
中
海
世
界
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
中
世
へ―

小

池

寿

子
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対
話
し
な
が
ら
人
々
を
墓
場
へ
と
誘
う
舞
踏
行
列
図
「
死
の
舞
踏
」

な
ど
の
主
題
が
、
墓
地
の
回
廊
や
教
会
堂
の
壁
面
、
写
本
を
飾
っ
た
。

そ
こ
に
お
い
て
死
者
は
、
生
者
の
な
れ
の
果
て
の
姿
を
映
す
た
め
に

神
が
送
っ
た
「
鏡
」「
映
し
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
、
同
時
に
、
生
者

の
内
面
、
心
理
状
態
、
魂
の
あ
り
方
を
反
映
す
る
存
在
と
し
て
描
き

出
さ
れ
る

（
1
（

。

　

死
の
図
像
が
輩
出
し
た
背
景
に
は
、
教
会
分
裂
、
百
年
戦
争
、
黒

死
病
の
流
行
と
い
う
中
世
後
期
の
三
大
危
機
と
い
わ
れ
た
事
象
が

あ
っ
た
と
す
る
の
が
一
般
的
見
解
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
死
せ
る
イ

エ
ス
像
の
変
化
が
あ
り
、
さ
ら
に
煉
獄
概
念
の
敷
衍
、
古
代
以
来
の

来
世
観
お
よ
び
霊
魂
観
の
成
熟
な
ど
、
多
様
な
要
因
が
絡
ん
で
い
る
。

そ
の
す
べ
て
を
解
き
明
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
古

代
ギ
リ
シ
ア
で
展
開
し
た
霊
魂
観
を
概
観
し
た
の
ち
、
そ
れ
を
受
容

し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
美
術
に
あ
ら
わ
れ
た
霊
魂
の
か
た
ち
に
焦
点
を

当
て
、
い
く
つ
か
の
特
色
あ
る
作
例
に
絞
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
死
生

観
の
諸
相
を
手
繰
る
手
が
か
り
と
し
た
い
。

一
、
魂
の
宿
り
の
場

　

死
せ
る
イ
エ
ス
像
が
次
第
に
肉
体
の
死
の
様
相
を
あ
ら
わ
に
す
る

の
は
、
十
二
世
紀
以
降
の
神
秘
主
義
的
身
体
観
の
展
開
と
、
と
く
に

一
二
一
五
年
の
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
に
お
け
る
聖
体
の
実
質
変

化
の
教
義
の
確
立
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
が

（
（
（

、
そ
の
問
題
に
は
深

く
立
ち
入
ら
ず
、
茨
の
冠
で
傷
つ
け
ら
れ
た
頭
部
、
鞭
打
た
れ
た
全

身
、
長
槍
で
射
抜
か
れ
た
右
脇
腹
、
釘
打
た
れ
た
両
手
両
足
、
そ
こ

か
ら
流
れ
出
る
お
び
た
だ
し
い
血
と
い
う
凄
惨
な
イ
エ
ス
の
磔
刑
像

に
つ
い
て
、
贖
罪
と
救
済
と
は
別
の
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
記
述
を

繙
き
た
い
。
十
三
世
紀
の
ド
メ
ニ
コ
会
修
道
士
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ

ラ
ギ
ネ
が
著
し
た
『
黄
金
伝
説
』
の
、
霊
魂
観
と
の
関
連
で
興
味
深

い
「
主
の
ご
受
難
」
の
一
節
で
あ
る
。

　
「
と
こ
ろ
で
、
た
ま
し
い
が
ど
こ
に
そ
の
固
有
の
座
を
も
っ
て
い

る
か
に
つ
い
て
は
、
三
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
ま
ず
心
臓
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、『
心
臓
か
ら
悪
い
考
え
が
出
て
く
る
』（
マ
タ
イ
一
五

の
一
九
）
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
血
液
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、『
レ
ビ
記
』
に
、『
あ
ら
ゆ
る
肉
体
の
た
ま
し
い
は
、

血
の
な
か
に
あ
る
』（
一
七
の
一
一
）
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
頭
に
そ
の
座
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う

の
は
、『
そ
し
て
、
頭
を
た
れ
て
息
を
引
き
と
ら
れ
た
』（
ヨ
ハ
ネ
一

九
の
三
〇
）
と
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
が
こ

の
三
つ
の
考
え
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、
彼
ら
の
所
業
か
ら
し
て
明

ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
彼
ら
は
、
主
の
た
ま
し
い
を
肉
体
か

ら
追
い
出
す
た
め
に
、
た
ま
し
い
が
頭
に
あ
る
と
し
て
、
い
ば
ら
の

と
げ
を
主
の
脳
髄
に
ま
で
突
き
さ
し
、
ま
た
、
血
に
あ
る
と
考
え
て
、

主
の
手
や
足
の
血
管
を
切
り
さ
き
、
さ
ら
に
、
心
臓
に
あ
る
と
考
え

て
、
わ
き
腹
に
槍
を
突
き
さ
し
た
か
ら
で
あ
る

（
（
（

」。
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聖
書
解
釈
の
基
本
は
、字
義
的
解
釈
、比
喩
的
解
釈
、寓
意
的
解
釈
、

象
徴
的
解
釈
に
あ
る
。
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
は
同
章
お
い
て
、
そ
の
基
本
を

踏
ま
え
て
、
イ
ス
エ
の
受
け
た
損
傷
の
由
来
を
聖
書
に
求
め
、
そ
こ

に
比
喩
的
・
寓
意
的
・
象
徴
的
意
味
を
与
え
、
か
つ
ユ
ダ
ヤ
人
は
す

で
に
魂
の
三
つ
の
あ
り
か
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
と
す
る
。

　

お
そ
ら
く
、
墓
に
死
者
を
埋
葬
す
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
に
は
す
で

に
、
人
類
は
狩
猟
や
戦
い
な
ど
を
通
じ
て
、
経
験
的
に
心
臓
、
頭
、

血
液
に
生
命
の
源
が
宿
る
と
看
取
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
高

鳴
る
胸
の
動
悸
、
血
液
の
喪
失
に
よ
る
身
体
の
衰
弱
、
頭
部
の
損
傷

が
致
命
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
自
身
お
よ
び
他
者
の
身
体
的
変
化
を

観
察
し
た
り
、
射
止
め
た
動
物
を
解
体
し
、
犠
牲
に
捧
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
た
知
恵
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
ま
た
そ
の
最

期
を
、
も
は
や
鼻
や
口
か
ら
息
が
出
な
く
な
っ
た
時
で
あ
る
と
見
極

め
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
厳
密
に
は
、
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
が
イ
エ
ス
の
死
に
よ
っ
て
語
る

魂
の
場
の
根
拠
は
、
明
ら
か
に
、
プ
ラ
ト
ン
以
降
の
古
代
ギ
リ
シ
ア

お
よ
び
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
哲
学
・
医
学
論
に
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の

発
展
の
初
期
に
あ
た
り
、
聖
書
解
釈
学
は
多
く
を
、
新
プ
ラ
ト
ン
主

義
哲
学
を
は
じ
め
と
す
る
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
に
成
熟
し
た
学
問
・
思

想
・
秘
学
に
負
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
異
教
と
し
て
断
罪
さ
れ
て
も
な

お
、
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
を
通
じ
て
、
ま
た
イ
ス
ラ
ム
を
介
し
て
十
二
世

紀
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
流
入
し
て
い
た
歴
史
を
鑑
み
れ
ば
、
同
記
述

に
至
っ
て
も
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け

る
霊
魂
観
、
そ
の
造
形
表
現
を
考
え
る
に
当
た
り
、
ま
ず
は
、
母
体

と
な
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
降
の
自
然
哲
学
、
哲
学
、
お
よ
び
医
学

に
お
け
る
霊
魂
論
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

二
、
霊
魂
の
様
態

　

霊
魂
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
三
つ
の
在
り
様
が

み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
人
が
亡
く
な
る
と
肉
体
か
ら
離
脱
し
、
死
体
の

周
囲
を
浮
遊
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
者
に
何
ら
か
の
仕
業
を
な

す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、き
わ
め
て
原
初
的
（
プ
リ
ミ
テ
ィ

ヴ
）
で
土
俗
習
俗
的
な
霊
魂
観
で
あ
り
、
死
者
を
弔
う
た
め
の
「
墓
」

の
形
成
に
繋
が
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
、
い
わ
ば
死
後
に
漂
い
出

る
霊
魂
に
対
し
、
第
二
は
、
生
き
て
い
る
間
に
生
体
を
動
か
し
、
ま

た
意
思
、
思
考
、
判
断
、
感
情
な
ど
精
神
的
・
感
情
的
な
活
動
を
つ

か
さ
ど
る
霊
魂
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
は
、
神
の
霊
と
し
て
語
ら
れ

る
よ
う
な
、
地
上
に
生
き
る
人
間
に
下
る
、
あ
る
天
上
的
な
力
・
エ

ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
い
わ
ば
第
一
の
も
の
は
、「
魂
魄
」
の
魄
、
第

二
の
も
の
は
、
む
し
ろ
魂
で
あ
り
、
第
三
に
つ
い
て
は
霊
と
い
う
呼

称
を
用
い
た
方
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
射
程
に
入

れ
、
か
つ
慣
例
に
従
い
、
第
一
、
第
二
を
魂
な
い
し
は
霊
魂
、
第
三

を
霊
な
い
し
は
聖
霊
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
引
用
文
中
の
用

語
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
区
別
は
容
易
で
は
な
い
が
、
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霊
魂
に
関
す
る
省
察
を
深
め
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
手
が
か
り
に
そ
の

区
分
を
試
み
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
お
け
る
表
現
形
式
を
考
察
す
る

基
盤
と
し
た
い
。

　

ま
ず
第
一
段
階
と
し
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
紀
元
前
七
世
紀
か
ら

四
世
紀
、
す
な
わ
ち
ホ
メ
ロ
ス
の
時
代
か
ら
ア
テ
ナ
イ
で
の
哲
学
隆

盛
の
時
代
に
か
け
て
、「
息
」
を
あ
ら
わ
す
「
プ
シ
ケ
ー
（psyche

）」

が
、
第
一
と
第
二
に
つ
い
て
自
在
に
用
い
ら
れ
た
と
い
わ
れ
る

（
4
（

。

　

第
一
の
魂
は
さ
ら
に
二
分
さ
れ
る
。
死
後
、
死
体
の
周
囲
を
浮
遊

し
何
ら
か
の
仕
業
を
生
者
に
対
し
て
な
す
と
い
う
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
で

人
格
的
な
魂
と
、
一
方
、
ホ
メ
ロ
ス
が
描
く
、
死
後
に
肉
体
か
ら
遊

離
し
て
地
下
世
界
の
「
死
者
の
国
」、
冥
界
「
ハ
デ
ス
」
に
下
っ
て

集
う
非
人
格
的
な
魂
で
、
そ
の
プ
シ
ケ
ー
は
、
実
体
の
な
い
幻
影
・

影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
が
、
故
人
の
映
し
の
よ
う
な
個
別

性
を
有
す
る
の
に
対
し
、
後
者
の
像
は
、
希
薄
で
、
意
識
は
な
く
、

生
者
を
襲
う
と
い
っ
た
意
思
も
な
い
。

　

つ
ぎ
の
段
階
は
、
こ
の
伝
承
的
・
神
話
的
な
プ
シ
ケ
ー
で
は
な
く
、

同
じ
く
イ
オ
ニ
ア
地
方
の
、
紀
元
前
六
世
紀
頃
に
ミ
レ
ト
ス
で
展
開

し
た
自
然
哲
学
に
お
け
る
プ
シ
ケ
ー
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
生
者
の
内

部
に
あ
り
、
そ
の
身
体
を
動
か
す
何
ら
か
の
物
質
的
原
理
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
点
で
第
二
に
属
す
る
。

　

こ
の
ミ
レ
ト
ス
学
派
は
万
物
の
原
理
を
探
求
し
、
た
と
え
ば
タ
レ

ス
は
一
切
は
水
に
発
す
る
と
し
、
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
は
空
気
と
し
、

さ
ら
に
、
気
息
ま
た
吹
く
風
を
意
味
す
る
「
プ
ネ
ウ
マ
（pneum

a

）」

と
す
る
。
ま
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
火
と
み
な
し
、
ロ
ゴ
ス
（
理
法
）

に
よ
っ
て
「
万
物
は
流
転
す
る
」
と
し
て
、
こ
の
究
極
原
理
で
あ
る

ロ
ゴ
ス
の
力
は
、
火
に
よ
っ
て
媒
体
さ
れ
る
と
し
た
。
そ
し
て
こ
れ

ら
自
然
の
諸
要
素
は
、
無
限
で
あ
り
、
魂
を
も
つ
も
の
、
も
し
く
は

生
き
て
い
る
も
の
、
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
思
想
体
系

は
、
前
五
世
紀
の
初
め
に
、
シ
チ
リ
ア
の
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
よ
っ

て
ま
と
め
ら
れ
、
万
物
は
、
火
、
空
気
、
土
、
水
の
四
元
素
か
ら
な

り
、
そ
の
循
環
運
動
に
よ
っ
て
現
象
が
生
成
消
滅
し
、
ま
た
均
衡
に

よ
っ
て
大
宇
宙
と
小
宇
宙
と
の
調
和
、
さ
ら
に
小
宇
宙
で
あ
る
人
間

の
健
康
が
保
た
れ
る
と
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
思
索
の
過
程
で
、
霊
魂
は
土
を
の
ぞ
く
四
元
素
の
う
ち

火
、空
気
、水
に
よ
っ
て
、そ
し
て
空
気
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
気
息
・

風
（
プ
ネ
ウ
マ
）
な
ど
に
よ
っ
て
、
か
た
ち
づ
く
ら
れ
る
と
さ
れ
た

の
で
あ
る

（
（
（

。
あ
る
意
味
、
物
質
的
な
こ
の
霊
魂
観
は
、
霊
魂
が
動
か

す
力
を
有
し
、
か
つ
「
息
」
の
よ
う
に
、
も
っ
と
も
希
薄
で
微
細
な

も
の
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で「
浄
化
す
る
」と「
吹

く
」
に
由
来
す
る
「
プ
ネ
ウ
マ
」
が
、
プ
シ
ケ
ー
と
並
ん
で
魂
・
霊

魂
を
意
味
す
る
一
方
、プ
シ
ケ
ー
と
異
な
り
、内
在
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

の
源
泉
と
し
て
、
と
り
わ
け
医
学
思
想
に
お
い
て
確
立
し
た
意
味
を

有
し
て
い
く
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

つ
い
で
、
ア
カ
デ
メ
イ
ア
の
思
想
基
盤
を
ゆ
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
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た
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
れ
以
前
の
神
話
的
霊
魂
観
と
自
然
哲
学
的
霊
魂

観
の
上
に
立
ち
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
霊
魂
が
元
素
か
ら
で
き
て
い

る
と
説
く
。
特
筆
す
べ
き
は
、
霊
魂
が
三
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て

身
体
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
で
あ
る
。
彼
は
、
宇
宙
と
人
間

が
、
善
な
る
製
作
者
で
あ
る
神
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
に
よ
っ
て
秩
序
あ
る

も
の
と
し
て
創
ら
れ
た
と
し
、
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
は
、
純
粋
で
不
死
の

魂
（
理
性
）
を
頭
の
中
に
、
死
す
べ
き
情
念
的
な
魂
を
胸
に
、
よ
り

下
位
の
欲
望
的
魂
は
、
横
隔
膜
の
下
に
閉
じ
込
め
た
と
す
る

（
（
（

。

　

つ
づ
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
さ
ら
に
論
を
進
め
、
霊
魂
は
思
考

的
、
感
覚
的
、
栄
養
的
の
三
つ
の
能
力
の
も
と
に
な
る
と
し
た
。
こ

こ
に
お
い
て
、
霊
魂
の
思
考
的
部
分
の
中
枢
は
頭
に
、
感
覚
的
部

分
と
栄
養
的
部
分
の
中
枢
は
、
有
血
動
物
で
は
心
臓
に
あ
る
と
す

る
。
こ
の
議
論
は
、
先
を
急
ぐ
な
ら
ば
、
の
ち
の
古
代
ロ
ー
マ
の
医

学
者
ガ
レ
ノ
ス
（
一
二
九
？―

二
〇
〇
？
）
に
お
い
て
医
学
的
に
考
察

が
進
め
ら
れ
、
霊
魂
の
理
性
的
部
分
は
脳
に
、
情
念
的
部
分
は
心
臓

に
、
欲
望
的
部
分
は
肝
臓
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

（
7
（

。
肝
臓

は
、
血
液
が
集
中
し
浄
化
さ
れ
る
器
官
と
捉
え
ら
れ
、
換
言
す
れ
ば
、

か
の
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
の
記
述
に
見
る
よ
う
に
、
魂
の
第
三
の
宿
り
の
場

は
血
液
と
す
る
見
方
が
醸
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る

（
（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
古
代
医
学
を
集
大
成
し
た
ガ
レ
ノ
ス
に
至
る
過
程
で
、

魂
・
霊
魂
を
め
ぐ
る
言
説
で
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
デ

モ
ク
リ
ト
ス
の
原
子
（
ア
ト
ム
）
論
を
継
承
し
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
（
前

三
四
一
頃―

二
七
〇
頃
）の
思
想
で
あ
る
。彼
は
霊
魂
を
、き
わ
め
て「
微

細
な
部
分
か
ら
な
り
、
全
組
織
体
に
あ
ま
ね
く
分
散
し
て
お
り
、
熱

を
或
る
割
合
で
混
合
し
て
い
る
風
に
も
っ
と
も
似
（
た
）
…
物
体
で

あ
る
」
と
し
、
肉
体
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
保
た
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
霊

魂
は
感
覚
を
も
ち
え
ず
、
ま
た
肉
体
も
霊
魂
を
失
え
ば
感
覚
を
も
た

な
い
、
と
す
る

（
9
（

。
つ
ま
り
霊
魂
は
、
死
の
瞬
間
に
原
子
に
分
解
さ
れ
、

肉
体
と
い
う
外
皮
に
よ
っ
て
結
合
し
た
状
態
で
な
く
な
る
と
、
風
に

吹
き
飛
ば
さ
れ
、
拡
散
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
エ
ピ
ク
ロ

ス
主
義
と
と
も
に
ロ
ー
マ
共
和
制
末
期
か
ら
帝
政
時
代
ま
で
支
配
的

な
思
想
で
あ
っ
た
ス
ト
ア
主
義
で
は
、
死
後
、
霊
魂
は
元
素
に
還
元

す
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
神
々
そ
の
も
の
で
も
あ
る
自
然
へ
と
回
帰
す

る
こ
と
と
捉
え
た
の
で
あ
っ
た

（
（（
（

。

　

古
代
ロ
ー
マ
の
博
物
学
者
大
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
、
七
九
年
の
ヴ
ェ
ス

ヴ
ィ
オ
火
山
の
爆
発
を
見
学
し
よ
う
と
命
を
落
と
し
た
こ
と
で
知
ら

れ
る
人
物
で
あ
る
が
、彼
の
霊
魂
を
め
ぐ
る
言
説
は
、傾
聴
に
値
す
る
。

　
「
葬
ら
れ
た
後
の
死
者
の
魂
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ

る
。
誰
で
も
最
後
の
日
以
後
は
、
最
初
の
日
以
前
と
同
じ
状
態
に
あ

る
。
そ
し
て
肉
体
も
精
神
も
感
覚
を
も
た
な
い
こ
と
は
生
ま
れ
る
前

と
同
様
な
の
だ―

　

と
こ
ろ
が
人
間
の
む
な
し
い
望
み
が
、
自
己
を

将
来
へ
も
延
長
し
、
自
分
で
死
後
の
期
間
ま
で
続
く
生
命
ま
で
も

で
っ
ち
あ
げ
る
。
時
に
は
霊
に
不
滅
性
を
与
え
、
時
に
は
変
容
を
、

時
に
は
地
下
の
人
々
に
感
覚
を
与
え
、
霊
魂
を
崇
拝
し
、
人
間
で
あ
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る
こ
と
さ
え
や
め
た
人
を
神
に
し
た
り
す
る
…
だ
が
、
魂
そ
の
も
の

の
実
体
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
質
料
は
何
か
。
そ
の
思
考
は
ど
こ

に
宿
っ
て
い
る
の
か
。
…
彼
ら
（
魂
）
の
住
ま
い
は
ど
こ
か
、
無
数

の
時
代
の
魂
や
幽
霊
は
ど
ん
な
に
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
る
だ
ろ

う
か
。
こ
う
い
う
こ
と
は
子
供
く
さ
い
ば
か
げ
た
空
想
で
、
永
世
を

貪
り
求
め
る
人
間
の
す
る
こ
と
な
の
だ
。
…
生
命
が
死
に
よ
っ
て
更

新
さ
れ
る
な
ん
て
な
ん
と
た
わ
け
た
考
え
だ

（
（（
（

」。

　

こ
こ
に
は
お
よ
そ
、
魂
・
霊
魂
・
霊
と
い
う
三
つ
様
態
と
そ
れ
に

対
す
る
一
個
人
の
心
性
が
あ
ら
わ
と
な
っ
て
お
り
、
ひ
い
て
は
、
古

代
に
お
け
る
霊
魂
観
の
集
約
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
プ
リ
ニ
ウ
ス

自
身
は
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
的
な
霊
魂
観
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

が
、
も
っ
と
も
多
く
の
人
が
共
有
し
て
い
た
「
幽
霊
（um

bra

）」
と

い
う
迷
信
、
霊
魂
の
不
死
に
対
す
る
信
仰
と
思
想
、
神
的
存
在
の
規

定
な
ど
が
読
み
取
れ
る
。
当
時
、
幽
霊
は
、
死
体
か
ら
遊
離
し
た
微

細
な
物
質
と
し
て
の
霊
魂
が
し
ば
し
浮
遊
し
、
原
型
で
あ
る
故
人
の

姿
を
と
ど
め
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

唯
物
論
的
霊
魂
観
に
よ
れ
ば
、
こ
の
幽
霊
も
、
ほ
ど
な
く
、
風
が
吹

け
ば
胡
散
霧
消
し
て
し
ま
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
古
代
世
界
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
も
う
ひ
と
つ
概
観
し
て

お
き
た
い
の
が
ガ
レ
ノ
ス
に
至
る
医
学
思
想
で
あ
る
。

　

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
死
（
紀
元
前
三
二
三
年
）
以
降
の
ヘ
レ

ニ
ズ
ム
時
代
に
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
文
明
の
中
心
的
継
承
地
と
な
っ

た
の
は
エ
ジ
プ
ト
の
港
湾
都
市
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
で
あ
り
、
そ
こ

で
ギ
リ
シ
ア
思
想
は
エ
ジ
プ
ト
の
秘
学
、
ユ
ダ
ヤ
教
、
キ
リ
ス
ト
教

と
融
合
、
混
合
し
て
ゆ
く
。
こ
の
地
で
、
ア
ス
ク
レ
ピ
オ
ス
に
始
ま

る
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
医
学
は
よ
り
実
証
的
な
方
法
論
を
備
え
た
学
に

展
開
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
が
、
霊
魂
の
宿
る
場
に
つ
い
て
考
察
す

る
に
あ
た
り
、
注
目
す
べ
き
は
生
理
学
の
父
と
さ
れ
た
エ
ラ
シ
ス
ト

ラ
ト
ス
（
前
三
〇
四
頃―

二
五
〇
頃
）
で
あ
る
。
彼
は
デ
モ
ク
リ
ト
ス

の
哲
学
を
学
び
、
生
体
の
細
微
の
単
位
は
ア
ト
ム
で
あ
る
と
し
た
唯

物
論
者
で
あ
っ
た
。
当
時
、
身
体
を
養
う
の
は
血
液
と
二
種
類
の
プ

ネ
ウ
マ
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
、
ま
ず
血
液
は
静
脈
で
全

身
に
運
ば
れ
、
一
方
、
プ
ネ
ウ
マ
は
動
脈
と
神
経
で
運
ば
れ
る
と
し

た
。
外
界
か
ら
呼
吸
に
よ
っ
て
肺
に
取
り
込
ま
れ
た
空
気
が
、
身
体

内
を
め
ぐ
る
プ
ネ
ウ
マ
の
原
料
で
あ
り
、
そ
れ
は
心
臓
で
「
生
命
の

プ
ネ
ウ
マ
」（
希pneum

a�zootikon　

羅spiritus�vitaris

）
に
変
わ
っ

て
動
脈
で
体
内
に
送
ら
れ
る
。
こ
の
プ
ネ
ウ
マ
が
脳
に
達
す
る
と
、

脳
室
で
「
心
の
プ
ネ
ウ
マ
」（
希pneum

a�psychikon　

羅spiritus�

anim
alis

）
に
な
り
、
神
経
に
よ
っ
て
身
体
の
各
部
分
に
運
ば
れ
る

と
し
た
。
こ
れ
を
受
け
た
ガ
レ
ノ
ス
は
、
加
え
て
、
肝
臓
で
作
ら
れ

る
プ
ネ
ウ
マ
を
「
自
然
の
プ
ネ
ウ
マ
」（
希pneum

a�physikon　

羅

spiritus�naturalis

）
と
し
、霊
魂
の
宿
り
の
場
を
脳
、心
臓
、肝
臓
（
な

い
し
は
血
液
）
と
す
る
見
解
を
確
立
す
る
。
ち
な
み
に
プ
ネ
ウ
マ
は
、

イ
ン
ド
の
ヴ
ァ
ー
タ
「
風
」、
中
国
の
「
気
」
に
通
ず
る
も
の
で
あ
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る
と
い
う

（
（（
（

。
こ
こ
で
言
う
「
生
命
の
プ
ネ
ウ
マ
」、「
心
の
プ
ネ
ウ
マ
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
後
述
す
る
「
霊
・
聖
霊
」、「
魂
・
霊
魂
」
に
相
当

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
霊
魂
観
を
造
形
表
現
で
見
極
め
る
の
は
難
し
い
が
、
ひ

と
つ
、
い
か
に
も
古
代
的
な
墓
碑
を
あ
げ
て
お
こ
う
（
図
1
）。

　

平
石
の
墓
碑
の
下
方
に
は
、
愛
馬
を
引
き
、
槍
を
持
っ
て
戦
争
に

赴
く
故
人
の
生
前
の
姿
が
、
中
央
に
は
、
武
勲
を
立
て
た
故
人
の
半

身
像
が
彫
ら
れ
、
墓
碑
が
、
故
人
の
顕
彰
と
記
念
の
た
め
に
あ
る
こ

と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
そ
の
故
人
像
の
左
右
上
方
に
は
、
人
頭

で
あ
ら
わ
さ
れ
た
風
の
擬
人
像
が
、
頬
を
膨
ら
ま
せ
て
風
を
送
っ
て

い
る
。
ま
た
上
方
に
は
、
死
後
も
人
を
石
化
す
る
目
の
魔
力
を
失

わ
な
か
っ
た
た
め
に
護
符
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ゴ
ル
ゴ
ン
族
の
メ

ド
ゥ
ー
サ
の
頭
部
が
破
風
に
、
そ
の
上
に
は
、
再
生
の
シ
ン
ボ
ル
で

あ
る
神
聖
な
イ
ル
カ
が
左
右
に
、
不
死
性
を
あ
ら
わ
す
松
か
さ
が
両

端
に
彫
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
碑
の
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
は
風
の

擬
人
像
で
あ
ろ
う
。
風
は
、
故
人
の
霊
魂
を
吹
き
飛
ば
す
の
で
は
な

く
、
永
世
を
つ
か
さ
ど
る
イ
ル
カ
と
松
か
さ
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
、
故
人
に
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
プ
ネ
ウ
マ
を
吹
き
込
も

う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
で
霊
魂
は
、
イ
ル
カ
や
松
か

さ
と
い
っ
た
象
徴
物
や
、
擬
人
像
と
い
う
表
現
形
式
を
と
る
風
に

よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
足
早
に
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
霊
魂
観
を
辿
っ
て
き
た
が
、
そ

れ
を
継
承
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
魂
観
を
考
察
す
る
に
当
た
り
、
最

後
に
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
語
彙
と
翻
訳
の
問
題
で
あ
る
。
筆
者
の

手
に
余
る
問
題
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
、
以
下
の
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
を
の
ぞ
い
て
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で

書
か
れ
た
旧
約
・
新
約
聖
書
は
、
ま
ず
は
ギ
リ
シ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ

（
ギ
リ
シ
ア
語
七
十
人
訳
）、
つ
い
で
四
世
紀
に
は
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ

れ
、
中
世
末
期
に
至
る
ま
で
基
本
的
に
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ラ
テ

ン
語
（
ウ
ル
ガ
タ
訳
）
聖
書
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は

日
本
語
で
表
記
す
る
場
合
に
さ
ら
な
る
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
霊
魂
と
魂
を
ほ
ぼ
区
別
な
く
使
っ
て
い
る
よ
う
に
、

図１．風の墓碑�2-3 世紀�ブダペスト美術館
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プ
ネ
ウ
マ
と
プ
シ
ケ
ー
と
の
差
異
と
区
別
、
ス
ピ
リ
ト
ゥ
ス
と
ア
ニ

マ
の
差
異
と
区
別
は
容
易
で
は
な
い
が
、邦
訳
で
は
、プ
ネ
ウ
マ
（
希

pneum
a　

羅spiritus　

英spirit

）
は
主
と
し
て
聖
霊
（
希pneum

a�

hagion　

羅spiritus�sanctus　

英H
oly�spirit

）、
ま
た
神
か
ら
下
る

「
霊
的
」
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
用
い
ら
れ
、
プ
シ
ケ
ー
（
希psyche　

羅

anim
a　

英soul

）
は
心
あ
る
い
は
魂
と
訳
さ
れ
て
い
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
霊
・
魂
は
目
に
は
見
え
な
い
。「
ユ
ダ
ヤ
の
神
」、

「
造
物
主
た
る
神
」「
父
な
る
神
」
と
等
し
く
、
不
可
視
な
る
存
在
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
不
可
視
な
る
も
の
を
形
で
あ
ら
わ
す
こ
と
、
そ

こ
に
、
造
形
美
術
上
の
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
が
浮
上
す
る
。

三
、
不
可
視
な
る
も
の
の
可
視
化

　

キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
お
い
て
、
霊
魂
を
あ
ら
わ
す
場
面
は
限
定
さ

れ
る
。
こ
こ
で
は
時
代
を
古
代
末
期
お
よ
び
初
期
キ
リ
ス
ト
教
か
ら

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
誕
生
以
前
ま
で
と
し
つ
つ
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀

を
ひ
と
つ
の
節
目
と
し
、
つ
い
で
十
二
世
紀
を
中
世
の
転
換
期
と
し

た
い
。
ま
ず
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
は
、
東
方
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
に
お
い

て
聖
像
破
壊
論
争
が
起
こ
り
、
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
に
お
い
て
不

可
視
な
る
も
の
の
形
象
化
に
影
響
が
及
び
、
か
つ
、
西
方
で
は
、
八

〇
〇
年
に
シ
ャ
ル
ル
マ
ー
ニ
ュ
が
西
ロ
ー
マ
帝
国
皇
帝
と
し
て
戴
冠

し
て
、
い
わ
ゆ
る
カ
ロ
リ
ン
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
が
起
こ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
つ
い
で
第
二
の
指
標
と
な
る
十
二
世
紀
は
、
一
〇
八
五
年
、

カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
王
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
六
世
に
よ
っ
て
ト
レ
ド
が
占
領

さ
れ
、
ア
ラ
ビ
ア
、
ユ
ダ
ヤ
を
介
し
た
古
代
哲
学
・
思
想
が
ス
ペ
イ

ン
と
い
う
異
種
混
合
の
土
壌
で
ラ
テ
ン
語
訳
さ
れ
西
欧
に
流
入
し
、

い
わ
ゆ
る
十
二
世
紀
ル
ネ
サ
ン
ス
を
引
き
起
こ
し
た
時
代
だ
か
ら
で

あ
る
。
の
み
な
ら
ず
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
死
生
観
研
究

に
不
可
欠
の
煉
獄
の
概
念
の
成
立
、
聖
体
の
実
質
変
化
の
確
定
な
ど
、

キ
リ
ス
ト
教
教
義
上
で
転
換
期
を
画
す
る
時
代
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
時
代
は
、
不
可
視
な
る
も
の
を
画
像
と

す
る
こ
と
の
是
非
、
お
よ
び
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
め
ぐ
る
問

題
の
表
面
化
と
、
ル
ネ
サ
ン
ス
＝
古
典
古
代
復
興
の
現
象
に
よ
っ
て

特
徴
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
意
識
し
つ
つ
、
以
下
、
霊
魂

の
あ
ら
わ
す
場
面
を
取
り
上
げ
よ
う
。

そ
の
一
、�

自
然
現
象
と
超
自
然
的
現
象
を
用
い
た
霊
・
魂
の

表
現

　

キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
お
い
て
も
っ
と
も
早
期
に
確
立
し
た
の
は
、

聖
書
の
典
拠
が
明
確
な
聖
霊
の
表
現
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
霊
魂
と
い

う
不
可
視
な
る
も
の
を
可
視
化
す
る
際
の
基
本
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ

る
。

　

ま
ず
は
洗
礼
で
あ
る
。
イ
エ
ス
が
洗
礼
者
聖
ヨ
ハ
ネ
に
洗
礼
を
授

か
る
場
面
に
お
い
て
、「
神
の
霊
（Spiritum

�D
ei

）
が
鳩
（colum

bam

）

の
よ
う
に
ご
自
分
の
上
に
降
っ
て
来
る
の
を
御
覧
に
な
っ
た
」（
マ
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タ
イ
三
：
一
六
）
を
典
拠
と
し
、
洗
礼
の
場
面
の
み
な
ら
ず
、
受
胎

告
知
に
お
い
て
も
聖
霊
を
鳩
に
よ
っ
て
象
徴
す
る
方
法
が
ほ
ぼ
定
型

化
し
、
合
わ
せ
て
天
か
ら
光
が
降
り
注
ぐ
表
現
も
取
ら
れ
た
。
一

方
、
も
う
ひ
と
つ
の
聖
霊
の
表
現
は
、
復
活
か
ら
四
十
日
目
に
昇
天

し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
、
使
徒
た
ち
に
「
聖
霊
に
よ
る
洗
礼
」

（
使
徒
言
行
録
一
：
五
）
を
約
束
し
た
と
お
り
、
復
活
後
五
十
日
目
に

聖
霊
が
下
る
「
聖
霊
降
臨
」
で
あ
る
。
多
く
は
、「
突
然
激
し
い
風

（spiritus

）
が
吹
い
て
来
る
よ
う
な
音
が
天
か
ら
聞
こ
え
、
彼
ら
（
使

徒
た
ち
）
が
座
っ
て
い
た
家
中
に
響
い
た
。
そ
し
て
炎
の
よ
う
な
舌

が
分
か
れ
分
か
れ
に
現
れ
、
一
人
一
人
の
上
に
と
ど
ま
っ
た
。
す
る

と
、
一
同
は
聖
霊
（Spiritu�Sanctu

）
に
満
た
さ
れ
、
霊
（Spiritus�

Sanctus

）
が
語
ら
せ
る
ま
ま
に
、
ほ
か
の
国
々
の
言
葉
で
話
し
だ
し

た
」（
使
徒
言
行
録
二
：
二―

四
）
を
典
拠
と
し
、
舌
の
よ
う
な
形
を

し
た
炎
が
使
徒
た
ち
の
頭
上
に
描
か
れ
る
（
図
（
）。
超
自
然
的
な

現
象
を
、
舌
の
よ
う
な
炎
と
し
て
描
き
出
し
た
こ
の
場
面
に
は
、
火

を
神
聖
視
す
る
古
代
以
来
の
伝
統
と
、
火
と
霊
と
の
類
比
を
思
わ
せ

る
。

　

天
か
ら
下
る
神
の
霊
を
炎
の
ご
と
く
描
く
例
は
時
代
が
下
っ
て
も

認
め
ら
れ
、
古
代
自
然
哲
学
に
精
通
し
て
い
た
十
一
世
紀
の
幻
視
家

ビ
ン
ゲ
ン
の
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ド
著
『
道
を
知
れ
』
の
挿
絵
で
は
、
画
面

左
下
方
で
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
見
る
ヒ
ル
デ
ガ
ル
ト
の
頭
上
に
液
化
し
た

炎
の
よ
う
な
神
の
霊
が
下
る
。

　

一
方
、
旧
約
聖
書
の
う
ち
、
死
者
の
描
写
と
そ
こ
に
吹
き
込
ま
れ

る
命
の
霊
の
描
写
に
お
い
て
傑
出
し
て
い
る
の
は『
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
』

の
以
下
の
よ
う
な
「
枯
れ
た
骨
の
復
活
」（
三
十
七
章
）
で
あ
る
。

　

主
の
手
が
及
ん
だ
エ
ゼ
キ
エ
ル
が
、
霊
に
よ
っ
て
連
れ
出
さ
れ
、

枯
れ
た
骨
の
山
積
す
る
谷
に
や
っ
て
く
る
。
エ
ゼ
キ
エ
ル
は
主
の
命

じ
た
と
お
り
に
預
言
す
る
と
、
枯
れ
た
骨
に
筋
と
肉
が
生
じ
、
皮
膚

が
そ
の
上
を
覆
っ
た
が
、
そ
こ
に
霊
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
さ
ら
に
、

主
が
「
霊
よ
、
四
方
か
ら
吹
き
来
た
れ
。
こ
れ
ら
の
殺
さ
れ
た
も
の

の
上
に
吹
き
つ
け
よ
。
そ
う
す
れ
ば
彼
ら
は
生
き
返
る
」
と
命
じ
る

よ
う
に
預
言
す
る
と
、
霊
が
彼
ら
の
中
に
入
っ
て
生
き
る
者
の
集
団

図 2．聖霊降臨　『ラブラ福音書』挿絵　586
年　フィレンツェ、ラウレンツィアーナ図書

館所蔵写本Cod.Plut.I,56
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と
な
っ
た
。

　

こ
の
「
枯
れ
た
骨
の
谷
」
は
、
早
く
も
三
世
紀
の
ド
ゥ
ー
ラ
・
エ

ウ
ロ
ー
ポ
ス
に
お
い
て
、
頭
部
や
手
足
の
散
乱
す
る
中
、
肉
体
を
ま

と
っ
て
復
活
す
る
人
物
に
複
数
の
大
き
な
神
の
手
が
下
る
と
い
う
、

き
わ
め
て
特
異
な
表
現
が
見
ら
れ
る
が
、
下
っ
て
、
九
世
紀
の
ビ
ザ

ン
テ
ィ
ン
で
制
作
さ
れ
た
『
ナ
ジ
ア
ン
ソ
ス
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
の
講

話
集
』
挿
絵
に
お
い
て
は
、
神
の
手
の
み
な
ら
ず
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
の

身
体
か
ら
虹
彩
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
な
薄
い
ピ
ン
ク
系
の
彩
色
に

よ
っ
て
、「
神
の
霊
」「
聖
な
る
霊
」
を
暗
示
し
て
い
る
点
が
注
目
さ

れ
る
（
図
（
）。

　

こ
の
よ
う
な
自
然
現
象
・
超
自
然
現
象
を
用
い
た
霊
の
表
現
は
、

古
代
世
界
に
お
い
て
霊
魂
を
空
気
・
火
・
水
、
風
と
し
た
伝
統
を
想

起
さ
せ
る
が
、
さ
ら
に
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
お
い
て
は
、
モ
ー
セ

が
そ
の
生
涯
を
通
じ
て
神
と
交
わ
っ
た
三
つ
の
現
象
を
根
拠
に
造
形

表
現
の
伝
統
が
築
か
れ
て
い
っ
た
。
ま
ず
、
燃
え
尽
き
る
こ
と
の
な

い
柴
の
炎
を
通
じ
て
の
神
か
ら
の
啓
示
（『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
三
：
一

―

一
〇
）、
つ
い
で
雷
鳴
、
稲
妻
と
と
も
に
密
雲
に
覆
わ
れ
た
神
と

の
対
話
（
同
一
九
、
一
二
、
二
四
）、
そ
の
暗
闇
で
の
律
法
の
授
与
で

あ
る
。
こ
れ
ら
炎
、
光
、
雲
な
ど
の
自
然
現
象
が
、
霊
的
な
存
在
の

表
現
に
適
用
さ
れ
た
の
で
あ
る

（
（（
（

。

　

し
か
し
こ
う
し
た
表
現
は
、
聖
な
る
霊
、
神
の
霊
、
そ
し
て
聖
霊

な
ど
、
天
上
的
な
超
自
然
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
表
現
に
限
ら
れ
た
こ
と

図 3．エゼキエルの幻視『ナジアン
ゾスのグレゴリウスの説教集』挿
絵　879-883 年�パリ�国立図書館
所蔵写本 Cod.Paris.gr.510,f.438v.

図 4．病める魂にキタラを奏でるダヴィデ　『シュ
トゥットガルト詩篇』挿絵　9世紀前半　シュトゥッ
トガルト　ヴュルテンベルク州立図書館所蔵写本

Bibl.Fol.23
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で
は
な
か
っ
た
。
そ
の

稀
有
な
作
例
が
、
九
世

紀
に
パ
リ
で
制
作
さ
れ

た
『
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ

ル
ト
詩
篇
』
挿
絵
で
あ

る
（
図
4
）。

　

場
面
で
は
、
山
の
上

で
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
に
沈

む
女
性
が
頬
杖
を
つ
き
、

手
前
に
は
、
古
来
、
こ

の
鬱
病
に
功
を
奏
す
る

と
さ
れ
た
キ
タ
ラ
を
奏

で
る
牧
人
が
い
る
。
テ

ク
ス
ト
は
ウ
ル
ガ
タ
訳
『
詩
篇
』
四
十
二
章
（
新
共
同
訳
四
十
三
章
）

で
あ
り
、
こ
と
に
、
女
性
の
う
な
だ
れ
た
様
子
は
「
…
な
ぜ
う
な
だ

れ
る
の
か
、
わ
た
し
の
魂
よ　

な
ぜ
呻
く
の
か
。
神
を
待
ち
望
め
」

（
四
三
：
五
）
と
語
ら
れ
た
通
り
で
る
。
彼
女
の
左
右
に
はA

N
IM

A

の
文
字
が
書
か
れ
、
そ
の
周
囲
は
、
橙
色
味
を
帯
び
た
色
で
彩
色
さ

れ
て
い
る
。
前
段
と
な
る
「
あ
な
た
の
光
と
ま
こ
と
を
遣
わ
せ
て
下

さ
い
。
彼
ら
は
わ
た
し
を
導
き
、
聖
な
る
山
、
あ
な
た
の
い
ま
す
と

こ
ろ
に　

わ
た
し
を
伴
っ
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
」（
同
四
三
：
三
）
に

対
応
す
る
よ
う
に
、
彼
女
は
山
の
頂
に
座
り
、
そ
の
下
方
に
は
、
毒

性
と
治
癒
力
を
も
ち
麻
酔
や
媚
薬
と
し
て
用
い
ら
れ
た
マ
ン
ド
ラ
ゴ

ラ
が
、
よ
り
明
る
い
朱
色
と
黄
色
に
彩
ら
れ
て
咲
い
て
い
る
。
マ
ン

ド
ラ
ゴ
ラ
は
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
暗
闇
で
光
を
発
す
る
と
さ
れ
た

そ
の
特
性
か
ら
、「
光
」
の
象
徴
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

A
N

IM
A

は
、
病
み
、
苦
悩
す
る
魂
、
心
と
し
て
、
鈍
い
夕
焼
け
の

よ
う
な
色
彩
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
二
、
擬
人
像
を
用
い
た
霊
魂
の
表
現

　

つ
い
で
霊
魂
が
人
間
の
姿
を
と
る
場
合
を
検
討
し
た
い
。
ま
ず
、

神
が
ア
ダ
ム
に
息
を
吹
き
込
む
創
世
記
の
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
は

古
代
の
伝
統
を
継
承
し
、
息
を
鳥
や
蝶
で
描
く
作
例
が
典
型
と
な
る
。

霊
魂
を
飛
翔
す
る
形
象
で
あ
ら
わ
す
伝
統
は
、
す
で
に
エ
ジ
プ
ト
の

バ
ー
に
見
ら
れ
る
が
、古
代
ロ
ー
マ
に
も
ミ
ネ
ル
ウ
ァ（
ア
テ
ナ
女
神
）

か
ら
有
翼
の
生
き
物
（
蝶
、
な
い
し
鳥
）
の
形
を
し
た
息
（
プ
シ
ケ
ー
、

な
い
し
は
プ
ネ
ウ
マ
）
を
受
け
る
人
間
が
表
現
さ
れ
る
「
プ
ロ
メ
テ
ウ

ス
の
石
棺
」
が
あ
る

（
（（
（

（
図
（
）。
た
と
え
ば
十
二
世
紀
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
、
サ
ン
・
マ
ル
コ
大
聖
堂
の
天
地
創
造
モ
ザ
イ
ク
で
は
、
若
い
無

髭
の
創
造
主
が
、
ア
ダ
ム
に
、
蝶
の
羽
を
つ
け
た
裸
体
の
小
さ
な
人

物
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
魂
を
吹
き
込
ん
で
い
る
（
図
（
）。

　

旧
約
聖
書
の
該
当
の
記
述
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。「
主
な
る
神

は
、
土
（
ア
ダ
マ
）
の
塵
で
人
（
ア
ダ
ム
）
を
形
づ
く
り
、
そ
の
鼻
に

命
の
息
が
吹
き
入
れ
ら
れ
た
。
人
は
こ
う
し
て
生
き
る
者
と
な
っ

図 5．魂を吹き込まれる人間　プロメテウスの石棺
部分　前 1-2 世紀　ローマ　カピトリーノ博物館
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た
」。（
創
世
記
二
：
七
）
こ
こ
で
「
生
き
る
」
に
用
い
ら
れ
る
ヘ
ブ

ラ
イ
語nēpeš

は
「
喉
」
の
意
か
ら
転
じ
て
「
息
」
を
表
し
、
さ

ら
に
「
生
命
」
を
意
味
し
、
ギ
リ
シ
ア
語
七
十
人
訳
と
ウ
ル
ガ
タ
訳

聖
書
で
は
「
生
け
る
霊
」「
生
け
る
魂
」
と
な
る
。「
息
」「
風
」
か

ら
「
生
命
」「
霊
」
へ
の
意
味
の
転
化
は
、
す
で
に
古
代
自
然
哲
学

思
想
に
も
み
ら
れ
た
が
、ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
霊
を
表
す
「
ル
ー
ア
ッ
ハ
」

に
つ
い
て
も
然
り
。「
ル
ー
ア
ッ
ハ
」
は
「
風
」「
生
命
を
与
え
る
息

吹
」
で
あ
り
、
プ
ネ
ウ
マ
と
同
じ
く
、「
神
の
霊
」「
聖
な
る
霊
」
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
裸
体
の
人
物
と
し
て
の
霊
魂
像
は
古
代
以
来
の
擬
人
像
の

伝
統
に
連
な
り
、
他
の
ど
の
よ
う
な
形
象
よ
り
も
定
着
し
、
霊
魂
表

現
の
伝
統
を
築
い
て
い
っ
た
。
基
本
と
な
る
キ
リ
ス
ト
教
図
像
に
範

例
を
と
れ
ば
、「
最
後
の
審
判
」
と
「
聖
母
の
死
（
眠
り
）」
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
東
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
術
の
死
者
と
そ
の
霊
魂
の
表
現
の
基

盤
と
な
っ
た
「
最
後
の
審
判
」
を
取
り
上
げ
よ
う
。

　

初
期
キ
リ
ス
ト
教
時
代
か
ら
始
ま
る
最
後
の
審
判
に
関
わ
る
表
現

は
、
六
世
紀
の
コ
ス
マ
ス
・
イ
ン
デ
ィ
コ
プ
レ
ウ
ス
テ
ス
著
『
キ
リ

ス
ト
教
地
誌
』を
典
拠
と
し
、位
階
的
表
現
の
原
型
を
形
成
し
て
い
っ

た
。
さ
ら
に
九
世
紀
か
ら
十
二
世
紀
に
か
け
て
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
美
術

で
は
、
審
判
者
を
と
り
ま
く
天
使
の
群
れ
、
空
の
御
座
（
エ
テ
ィ
マ

シ
ア
）
や
ラ
ッ
パ
を
吹
い
て
審
判
の
準
備
を
す
る
天
使
な
ど
が
位
階

的
に
配
置
さ
れ
、
下
方
に
、
死
者
の
復
活
と
魂
の
計
量
、
そ
し
て
楽

園
と
し
て
の
ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
懐
、
火
の
川
と
地
獄
な
ど
が
描
か
れ
て

い
る
。
西
方
で
は
、
こ
う
し
た
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
の
位
階
的
表
現
を
踏

襲
し
つ
つ
、
黙
示
録
を
典
拠
と
し
た
終
末
的
、
か
つ
審
判
者
キ
リ
ス

ト
の
再
臨
を
集
約
的
に
表
明
す
る
救
済
論
的
な
図
像
が
ロ
マ
ネ
ス
ク

聖
堂
の
西
正
面
お
よ
び
内
部
の
西
壁
面
を
彫
刻
と
壁
画
で
飾
り
、
つ

づ
く
ゴ
シ
ッ
ク
聖
堂
で
は
同
じ
く
西
正
面
に
展
開
し
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
。
こ
こ
で
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
に
至
る
そ
の
発
展
段
階
は
さ

て
お
き
、
霊
魂
観
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
死
者
の
復
活
に

絞
り
た
い
。

　

最
後
の
審
判
場
面
で
、
復
活
す
る
死
者
は
、
多
く
の
場
合
、
裸
体

図 6．アダムに息を吹き込む神　サン・マル
コ大聖堂アトリウム　天地創造モザイク　部

分　ヴェネツィア　12世紀
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の
人
物
像
と
し
て
描
か
れ
る
。
裸
体
は
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
に
お
い

て
原
罪
を
暗
示
す
る
一
方
、
原
初
の
自
然
な
状
態
、
無
垢
と
真
実
、

ま
た
清
貧
の
特
性
を
象
徴
し
、
か
つ
、
生
ま
れ
た
そ
の
ま
ま
の
姿
と

し
て
復
活
・
再
生
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
実
際
、
裸
体
像
と
い
う
表
現
の
選
択
に
は
複
雑
か
つ
根

本
的
な
問
題
が
絡
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
復
活
す
る
死
者
は
肉
体

を
と
も
な
う
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

復
活
の
身
体
に
つ
い
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
パ

ウ
ロ
に
よ
る
『
コ
リ
ン
ト
信
徒
へ
の
手
紙
一
』
で
あ
る
。
こ
の
書
簡

で
は
、
復
活
の
身
体
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
す
。

　
「
キ
リ
ス
ト
は
死
者
の
中
か
ら
復
活
し
た
、
と
宣
べ
伝
え
ら
れ
て

い
る
の
に
、
あ
な
た
が
た
の
中
の
あ
る
者
が
、
死
者
の
復
活
な
ど

な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
で
す
か
。
死
者
の
復

活
が
な
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
も
復
活
し
な
か
っ
た
は
ず
で
す
（
同
一

五
：
一
二―

一
三
）
…
し
か
し
、
死
者
は
ど
う
な
ふ
う
に
復
活
す
る
か
、

ど
ん
な
体
で
来
る
の
か
、
と
聞
く
者
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
愚

か
な
人
だ
。
あ
な
た
が
蒔
く
も
の
は
、
死
な
な
け
れ
ば
命
を
得
な
い

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
（
同
一
五
：
三
五―

三
六
）
…
。
死
者
の
復
活
も

こ
れ
と
同
じ
で
す
。
蒔
か
れ
る
と
き
は
朽
ち
る
も
の
（corruptione

）

で
も
、
朽
ち
な
い
も
の
（incorruptione

）
に
復
活
し
、
蒔
か
れ
る

と
き
は
卑
し
い
も
の
で
も
、
輝
か
し
い
も
の
に
復
活
し
、
蒔
か
れ
る

と
き
に
は
弱
い
も
の
で
も
、
力
強
い
も
の
に
復
活
す
る
の
で
す
。
つ

ま
り
、
自
然
の
命
の
体
（corpus�anim

ale

）
が
蒔
か
れ
て
、
霊
の
体

（corpus�spiritale

）
が
復
活
す
る
の
で
す
。
自
然
の
命
の
体
が
あ
る

わ
け
で
す
か
ら
、霊
の
体
も
あ
る
わ
け
で
す
（
同
一
五
：
四
二―

四
四
）」。

　

パ
ウ
ロ
の
こ
の
言
説
は
、
復
活
に
際
し
て
の
肉
体
の
復
活
を
示
す

も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
で
は
、
死
者
が
ま
と
う
霊
の
身
体
と

は
何
で
あ
る
の
か
。
霊
と
身
体
と
の
二
元
論
的
な
見
解
が
根
底
に
あ

り
つ
つ
、
そ
の
区
別
が
曖
昧
な
パ
ウ
ロ
の
言
説
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
伝

統
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
魂
観
・
身
体
観
の
揺
れ
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。
元
来
、
聖
書
に
は
、
人
間
は
霊
魂
と
身
体
と
に
二
分
さ
れ
る

存
在
で
は
な
く
、
神
の
霊
に
よ
っ
て
命
を
吹
き
込
ま
れ
、
生
か
さ
れ

る
と
い
う
受
動
的
な
人
間
観
が
あ
る
。
し
か
し
哲
学
的
霊
魂
観
の
影

響
を
受
け
て
、
霊
魂
が
身
体
を
離
れ
て
も
存
続
す
る
と
い
う
考
え
を

取
り
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、
プ
ラ
ト
ン
が

語
る
と
こ
ろ
の
、「
肉
体
（sōm

a

）」
は
霊
魂
の
「
墓
（sēm

a

）」
で

あ
る
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
的
身
体
観
を
も
継
承
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と

い
え
よ
う

（
（（
（

。

　

そ
し
て
造
形
表
現
上
問
題
と
な
る
の
が
、
こ
の
霊
の
体
だ
。
復
活

す
る
死
者
に
つ
い
て
は
、
十
二
、
十
三
世
紀
に
か
け
て
、
比
較
的
小

さ
な
、
赤
子
の
よ
う
な
裸
体
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、

ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
向
か
う
に
つ
れ
、
青
年
、
す
な
わ
ち
復
活
し
た
イ

エ
ス
と
同
じ
く
ら
い
の
年
齢
の
、
身
体
的
な
損
傷
も
欠
陥
も
な
い
男

女
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
再
び
肉
を



キリスト教美術に見る霊魂観（小池）���

ま
と
っ
た
死
者
の
霊
魂
の
典
型
的
な
表
現
と
な
る
の
で

あ
る
。

　

一
方
、
十
二
世
紀
に
煉
獄
の
概
念
が
確
立
し
流
布
す

る
と
、
最
後
の
審
判
と
い
う
公
審
判
の
他
に
、
個
人
の

死
に
際
で
の
審
判
概
念
が
成
立
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人

は
ま
ず
臨
終
の
際
で
、
大
罪
を
犯
し
た
者
は
地
獄
へ
、

優
れ
て
善
き
者
は
天
国
へ
、
小
罪
を
犯
し
た
者
は
煉
獄

へ
と
下
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
私
審
判
の
折
に
、
天
使

と
悪
魔
に
よ
っ
て
争
わ
れ
る
死
者
の
魂
は
、
あ
く
ま
で

も
小
さ
な
裸
体
像
を
と
る
。

　

し
か
し
擬
人
像
と
し
て
の
霊
魂
の
表
現
に
お
い
て
、

特
筆
に
価
す
る
の
は
、『
魂
の
運
命
に
つ
い
て
』
挿
絵

で
あ
ろ
う
（
図
7
）。
画
面
に
は
、
地
球
か
ら
神
の
座

す
天
上
へ
と
同
心
円
が
描
か
れ
、
そ
こ
を
人
物
が
上
昇

し
て
ゆ
く
。
同
心
円
は
、
四
元
素
で
あ
る
土
、
水
、
空

気
、
火
か
ら
な
る
地
球
、
そ
の
外
周
に
月
、
水
星
、
金
星
、

太
陽
、
火
星
、
木
星
、
土
星
の
七
惑
星
、
つ
い
で
植
物
、

動
物
、
理
性
、
天
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
魂
の
あ
り
方
、
さ

ら
に
至
高
天
に
座
す
神
に
至
る
ま
で
の
知
性
の
十
段
階

が
、同
心
円
状
の
ア
ー
チ
で
示
さ
れ
て
い
る
。そ
の
ア
ー

チ
に
手
や
足
を
か
け
て
上
昇
す
る
着
衣
の
人
物=

魂

た
ち
は
、
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
老
齢
に
な
っ
て
ゆ
く
の

図 7．上昇する魂　『魂の運命につ
いて』挿絵　11世紀あるいは 1200
年頃　パリ　国立図書館所蔵写本

ms.lat.3236A,f.90.

図 8．四元素に還元する死者　バルトロメウス・
アングリクス『事物の本性について』挿絵　ピ
エール・ルミエ画　ブリュッセル　王立図書館

所蔵写本MS.9094,f.45　
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で
あ
る
。
十
二
世
紀
初
め
に
北
イ
タ
リ
ア
か
、
一
二
〇
〇
年
頃
、
パ

リ
周
辺
で
制
作
さ
れ
た
と
さ
れ
る
こ
の
写
本
は
、
キ
リ
ス
ト
教
、
ユ

ダ
ヤ
教
、
古
代
お
よ
び
ア
ラ
ビ
ア
の
諸
学
問
の
集
積
と
い
う

（
（（
（

。

　

諸
学
問
・
知
識
の
集
大
成
と
し
て
は
、
一
方
、
バ
ル
ト
ロ
メ
ウ
ス
・

ア
ン
グ
リ
ク
ス
著
『
事
物
の
本
性
に
つ
い
て
』
挿
絵
も
、
す
ぐ
れ
て

稀
な
描
写
を
と
る
。
死
者
は
、
緑
野
に
横
た
わ
り
、
頭
部
の
近
く
か

ら
炎
が
揺
ら
め
き
立
つ
。
下
方
で
は
水
を
表
す
川
の
流
れ
が
、
上
方

に
は
青
い
大
気
が
と
り
ま
き
、
ま
さ
し
く
身
体
も
霊
魂
も
四
元
素
へ

と
還
元
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
（（
（

（
図
（
）。

お
わ
り
に　
　

新
た
な
霊
魂
像

　

さ
て
煉
獄
と
い
う
浄
罪
界
（purgatorium

）
が
、
公
文
書
に
あ
ら

わ
れ
た
の
は
十
二
世
紀
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
天
国
と
地
獄
の
中
間

に
あ
る
死
後
世
界
の
成
立
は
古
く
、
こ
の
死
後
世
界
の
熟
成
に
は
古

代
地
中
海
世
界
の
み
な
ら
ず
、
ア
ル
プ
ス
以
北
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
定

住
し
た
ケ
ル
ト
、
ゲ
ル
マ
ン
ら
諸
民
族
の
民
間
信
仰
・
神
話
・
宗
教

が
密
接
に
絡
ん
で
い
る
。
そ
れ
を
詳
ら
か
に
す
る
の
は
稿
を
改
め
る

と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
地
中
海
世
界
の
霊
魂
観
が
、
こ
れ
ら
北
方
諸

民
族
の
霊
魂
観
・
来
世
観
、
さ
ら
に
は
人
間
観
に
作
用
さ
れ
て
変
質

を
こ
う
む
り
、
新
た
な
霊
魂
の
形
象
が
生
ま
れ
た
可
能
性
を
二
つ
の

作
例
を
も
っ
て
示
し
、
指
摘
し
て
お
く
に
留
め
た
い

（
（（
（

。

　

ひ
と
つ
は
、『
人
生
の
巡
礼
』
の
挿
絵
で
あ
る
。
巡
礼
に
旅
立
っ

た
主
人
公
が
死
者
に
施
し
を
し
た
と
こ
ろ
、
死
者
た
ち
が
礼
に
食
事

を
供
す
る
場
面
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
帷
子
に
包
ま
れ
て
お
ぼ
ろ
な
顔

を
浮
か
ば
せ
た
死
者
た
ち
、
ま
た
別
の
写
本
で
は
、
す
っ
か
り
皮
膚

や
肉
が
朽
ち
果
て
た
顔
を
む
き
出
し
に
し
た
、
い
わ
ゆ
る
「
マ
カ
ー

ブ
ル
・
タ
イ
プ
」
の
死
者
た
ち
が
登
場
す
る

（
（（
（

（
図
9
）。
肉
体
の
死

の
様
相
を
あ
ら
わ
に
す
る
死
者
の
表
現
は
、「
死
の
舞
踏
」
な
ど
一

図 9．食事を供する死者たち　ギョーム・ド・ディギュイユヴィル
『人生の巡礼』挿絵　15世紀前半　パリ　国立図書館所蔵写本

ms.Fr.376,f.83
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連
の
中
世
後
期
の
死
の
図
像
に
見
る
よ
う
に
、
単
な
る
肉
体
の
死
を

示
す
の
で
は
な
く
、言
語
を
発
し
、行
動
す
る
こ
と
に
お
い
て「
霊
魂
」

（anim
a

）
そ
の
も
の
な
の
で
あ
り
、
観
者
も
、
肉
体
と
霊
魂
を
区
別

し
て
捉
え
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
彼
ら
は
、
ま
っ
た
き

裸
体
を
尊
重
す
る
古
代
地
中
海
的
な
伝
統
か
ら
生
じ
た
の
で
は
な
く
、

前
述
の
霊
魂
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
捉
え
方
を
基
層
に
も
ち
、
聖
遺
物

を
含
め
た
身
体
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
嗜
好
を
も
っ
た
北
方
の
死

後
世
界
か
ら
戻
っ
て
き
た
者
「revenant

」（
亡
者
）
と
み
な
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　

滅
び
去
る
肉
体
か
ら
霊
魂
を
峻
別
し
よ
う
と
す
る
古
代
以
来
の
霊

魂
観
は
、
そ
の
肉
体
に
依
存
し
な
が
ら
生
存
す
る
人
間
の
思
想
の

中
で
は
矛
盾
を
は
ら
む
展
開
を
遂
げ
る
が
、
視
覚
的
な
造
形
芸
術

は
、
そ
の
矛
盾
が
決
し
て
解
消
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
か
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
そ
の
視
覚
芸
術
が
中
世
の
最
後
に
到
達
し
た
霊
魂
像

を
、
最
後
に
あ
げ
て
お
こ
う
。
そ
こ
で
は
、
死
者
の
「
霊
」（spirit

）

が
遺
族
た
ち
に
現
れ
る
の
だ
が
、
ま
っ
た
く
見
え
な
い
存
在
と
し
て

そ
こ
に
在
る
（
図
10
）。
見
え
な
い
霊
を
あ
た
か
も
存
在
す
る
か
の

よ
う
に
見
せ
る
周
囲
の
人
々
の
心
理
と
感
情
、
す
な
わ
ち
魂
の
描
写

に
見
事
、
成
功
し
た
例
と
い
え
よ
う
。

注（
1
）　�「
死
の
舞
踏
」
に
つ
い
て
は
、
拙
書
と
く
に
『
死
者
た
ち
の
回
廊

―

よ
み
が
え
る
死
の
舞
踏
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー　

一
九
九
四

年
を
参
照
。
死
者
が
生
者
の
鏡
で
あ
る
こ
と
は
、「
三
人
の
死
者

と
三
人
の
生
者
」
の
テ
ク
ス
ト
と
な
る
対
話
形
式
の
詩
文
『
三
人

の
死
者
と
三
人
の
生
者
の
賦
』
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。
死
の
舞
踏

の
コ
ン
セ
プ
ト
も
、
基
本
的
に
は
、
死
者
は
生
者
の
映
し
で
あ
る

と
の
思
想
に
も
と
づ
く
。

（
（
）　�

一
二
一
五
年
第
四
回
ラ
テ
ラ
ノ
公
会
議
で
は
、
祭
壇
の
秘
跡
に
お

図 10．見えない霊　ダヴィット・オヴェール『説話集』挿絵
　シモン・マルミオン画？（フランドル）1474 年　マリブー

　ポール・ゲッティ美術館所蔵写本ms.31,f7



��6明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 44 号〕平成 19 年 11 月

い
て
、
イ
エ
ス
の
体
と
血
が
パ
ン
と
葡
萄
酒
に
全
実
体
変
化
を
す

る
と
さ
れ
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
実
質
変
化
を
教
義
と
し
て
確

立
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
イ
エ
ス
の
身
体
は
よ
り
触
知
的
・
感
覚

的
・
肉
体
的
存
在
と
な
り
、
神
秘
主
義
的
思
考
の
中
枢
と
な
る
ば

か
り
か
、
ゴ
シ
ッ
ク
自
然
主
義
へ
向
け
て
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

磔
刑
像
の
成
立
を
促
す
要
因
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
エ
ス

磔
刑
の
変
化
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
死
と
表
層
」『
現

代
思
想　

特
集　

死
と
エ
ロ
ス
』
一
九
九
四
年
十
二
月
参
照
。

（
（
）　�

ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
「
主
の
ご
受
難
」『
黄
金
伝
説
１
』

前
田
敬
作
・
今
村
孝
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
七
九
年
。
五
一
六
頁
。

（　

）
内
の
聖
書
典
拠
名
は
筆
者
に
よ
る
。

（
4
）　�

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
出
隆
『
ギ
リ
シ

ア
人
の
霊
魂
観
と
人
間
学
』（
出
隆
著
作
集　

別
巻
一
）
剄
草
書
房
、

一
九
六
七
年
を
参
照
し
た
。

（
（
）　�

ミ
レ
ト
ス
学
派
以
降
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
死
を
見
つ

め
る
美
術
史
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
〇
六
年
に
ま
と
め
た
。

（
（
）　�

プ
ラ
ト
ン
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』『
プ
ラ
ト
ン
全
集
1（
』
種
山
恭
子
訳
、

岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
。
一
二
六―

一
三
三
頁
。

（
7
）　�

古
代
の
霊
魂
論
に
つ
い
て
、
医
学
を
含
め
て
と
く
に
参
考
と
な
る

の
は
、
二
宮
陸
雄
『
ガ
レ
ノ
ス　

霊
魂
の
解
剖
学
』
平
河
出
版
社
、

一
九
九
三
年
。

（
（
）　�

肝
臓
に
つ
い
て
は
拙
論
「
肝
臓
の
不
思
議
」「
体
液
の
驚
異
」。
と

も
に
「
身
体
を
め
ぐ
る
断
章
」spazio,no.（（,（（,Getronics

（
ジ
ェ

ト
ロ
ニ
ク
ス
株
式
会
社　

http://getronics.com

）、
二
〇
〇
六

年
、
二
〇
〇
七
年
を
参
照
。

（
9
）　�

エ
ピ
ク
ロ
ス
「
ヘ
ロ
ド
ト
ス
宛
の
手
紙
」『
教
説
と
手
紙
』
出
隆
・

岩
崎
充
胤
訳
、岩
波
文
庫
、一
九
五
九
年
。
二
八―

二
九
頁
。（　

）

内
は
筆
者
に
よ
る
。

（
10
）　�

古
代
末
期
に
お
け
る
来
世
観
の
諸
相
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
ツ
・

キ
ュ
モ
ン
『
古
代
ロ
ー
マ
の
来
世
観
』
小
川
英
雄
訳
、
平
凡
社
、

一
九
九
六
年
。

（
11
）　�『
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
博
物
誌
Ｉ
』
中
野
定
雄
・
中
野
里
美
・
中
野
美

代
訳
、
雄
山
閣
出
版
、
一
九
九
五
年
（
第
五
版
）。
第
七
巻
五
五
、

三
三
五
頁
。
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
“anim

a

”
の
他
、
自
然
的
な
力
を

も
ち
神
々
の
よ
う
に
崇
め
ら
れ
た
死
者
の
霊
魂
を
さ
す
“m

ānēs

”

を
用
い
て
い
る
。（　

）
内
は
筆
者
に
よ
る
。

（
1（
）　�

医
学
思
想
史
に
お
い
て
霊
魂
論
に
関
わ
る
論
考
は
多
々
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
と
く
に
示
唆
に
富
む
梶
田
昭
『
医
学
の
歴
史
』
講
談
社

学
術
文
庫
、
二
〇
〇
三
年
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。
文
中
の
こ
の
箇

所
に
関
す
る
原
綴
は
同
書
に
も
と
づ
く
。

（
1（
）　�

聖
像
破
壊
運
動
に
関
す
る
議
論
、
お
よ
び
不
可
視
な
る
も
の
の
表

現
を
め
ぐ
っ
て
は
、
と
く
に
辻
佐
保
子
『
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
美
術
の

表
象
世
界
』
岩
波
書
店
、一
九
九
三
年
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
14
）　�

古
代
の
石
棺
の
慣
例
通
り
、
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
石
棺
の
正
面
の
図

像
は
左
か
ら
右
へ
と
読
み
込
ん
で
ゆ
く
。
左
側
に
は
、
大
地
の
女

神
テ
ラ
の
擬
人
像
、
人
間
創
造
神
話
と
関
わ
る
デ
ウ
カ
リ
オ
ン
と

ピ
ュ
ラ
、
鍛
冶
場
の
ウ
ル
カ
ヌ
ス
、
ク
ピ
ド
と
プ
シ
ケ
ー
、
河
神

オ
ケ
ア
ヌ
ス
と
「
太
陽
」「
風
の
神
」、
生
き
る
者
に
付
き
従
う
運

命
の
女
神
ク
ロ
ト
と
ラ
ケ
シ
ス
、
中
央
に
は
人
間
を
作
る
プ
ロ
メ

テ
ウ
ス
と
そ
の
人
間
に
魂
を
吹
き
込
む
ア
テ
ナ
（
ミ
ネ
ル
ウ
ァ
）

女
神
、
右
側
に
は
、
夜
・
闇
の
女
神
ニ
ュ
ク
ス
、「
月
」
の
下
で

死
体
に
松
明
を
逆
さ
に
捧
げ
る
ク
ピ
ド
、
終
末
に
近
づ
い
た
生
の

記
録
を
綴
る
運
命
三
女
神
の
最
後
の
ひ
と
り
ア
ト
ロ
ポ
ス
が
配
置

さ
れ
る
。
さ
ら
に
右
端
に
は
ヘ
ラ
ク
レ
ス
に
解
放
さ
れ
る
プ
ロ
メ
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テ
ウ
ス
の
姿
と
、
再
び
大
地
の
擬
人
像
が
あ
る
。
生
か
ら
死
、
そ

し
て
再
生
へ
の
祈
願
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
。

（
1（
）　�
プ
ラ
ト
ン
『
ク
ラ
テ
ュ
ロ
ス
』
水
地
宗
明
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九

七
四
年
。
五
六―

五
七
頁
。

（
1（
）　�Christian�H

eck,�L
’échelle céleste dans l ’art de M

oyen�
Â

ge- U
ne im

age de la quête du ciel,�Idées�et�Recher-
ches, �Flam

m
arion,�1997.pp.�100�-10（.�M

arc�Lachiêze-Rey,�
Jean-Pierre�Lum

iet,�Figures du C
iel de l ’harm

onie des 
sphères à la conquête spatiale,�Seuil/Bibliothèque�nation-
ale�de�France,199（,pp.177.

（
17
）　�M

ichael�Cam
ille,�M

aster of D
eath,T

he L
ifeless A

rt of 
P

ierre R
em

iet,Illum
inator, Y

ale�U
niversity�Press,N

ew
�

haven&
London,199（.p.17（-174.

（
1（
）　�

中
世
の
霊
魂
観
に
つ
い
て
は
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に
至
る
、
死

後
世
界
と
の
往
還
、
つ
ま
り
死
後
世
界
旅
行
記
と
も
い
う
べ
き
一

連
の
幻
視
文
学
の
研
究
が
必
須
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
論
を

改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
フ
ラ
ン
ス
社
会
学
に
お
い
て
、
民
間

伝
承
、
説
話
な
ど
か
ら
死
後
世
界
観
、
来
世
観
を
探
る
試
み
が
な

さ
れ
て
お
り
、と
く
にrevnant

（
亡
者
）に
つ
い
て
は
、ジ
ャ
ッ
ク
・

ル
・
ゴ
フ
、
グ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
ら
の
煉
獄
研
究
に
つ
い
で
、
ジ
ャ
ン

＝
ク
ロ
ー
ド
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
詳
し
い
。Jean-Claude�Schm

itt,�
L

es revnants,L
es vivants et les m

orts dans la société 
m

édiévale,�Gallim
ard,Paris,1994.

（
19
）　
「
マ
カ
ー
ブ
ル
」
と
は
、「
死
の
舞
踏
」（
ダ
ン
ス
・
マ
カ
ー
ブ
ル
）

か
ら
援
用
さ
れ
、
今
日
で
は
死
に
ま
つ
わ
る
、
忌
ま
わ
し
い
事
象

を
扱
っ
た
文
学
・
造
形
芸
術
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
マ
カ
ー
ブ
ル
・
タ
イ
プ
」
と

い
う
分
類
は
、
ジ
ャ
ン
＝
ク
ロ
ー
ド
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
（
同
書
）
に

よ
る
。

※　

聖
書
引
用
は
、断
り
が
な
い
限
り
、日
本
聖
書
教
会
新
共
同
訳
に
よ
る
。

（
國
學
院
大
學
教
授
）




