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制
度
と
か
と
諄
し
て
も
差
支
は
あ
る
ま
い
。

一
七

修
道
院
も
饉
か
に
之
と
代
表
し

芯
れ
ど

m
o
n
a
s
t
e
r
y
制
度
を
生
む
に
至
ら
し
め
た
る

ど
、
今
我
國
に
て
は
一
般
に
此
語
を
用
ゐ
て
居
る
や
う
で
あ
る
。

多
ー
分
我
國
に
於
け
る
唯
一
の
基

基
督
教
修
道
院
の
宗
教
思
想

基
督
数
修
這
院
と
云
人
は
基
督
数
史
上
に
於
て
m
o
n
器
tery
又
は

m
o
n
a
s
t
i
c
i
s
m
と
稲
す
る
の
と
諄

し
た
の
で
あ
る
。

修
道
院
と
云
ふ
語
は
果
し
て
適
繹
な
・
り
や
否
や
、
多
少
の
疑
な
さ
に
も
あ
ら
ね

督
数
m
o
n
a
s
t
e
r
y
で
あ
ら
う
か
と
思
は
る
ヽ
が
北
海
道
函
舘
の
附
近
に
あ
る
ト
ラ
ビ
ス
ト

(Trappist)

の
罷
螢
に
係
る
者
が
修
道
院
と
稲
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
、
今
は
便
宜
上
之
を
修
道
院
と
呼
ぶ
事
に

し
た
の
で
あ
る
。

固
よ

b
m
o
n
a
s
t
e
r
y

本
来
の
意
義
よ
り
云
へ
ぱ
是
は
希
臓
の
で
。
ryatei1
帥
ち
孤
獨

的
生
活
を
螢
む
と
云
ふ
語
よ
り
出
た
の
で
あ
る
か
ら
、
之
を
獨
棲
主
義
と
か
隠
者
生
活
と
か
、
獨
身

所
以
の
精
肺
を
推
せ
ば
、
是
は
宗
数
家
が
紳
に
親
し
ま
ん
が
為
め
に
道
に
精
進
す
る
の
を
指
す
の

で
あ
る
か
ら
‘
之
を
修
遁
院
と
繹
す
の
も
宜
し
か
ら
う
と
思
ふ
。

基
督
数
を
代
表
す
べ
き
制
度
は
基
督
数
會
の
み
で
は
な
い
。

甚
仔
数
修
逍
院
の
宗
数
思
想

日

野

属

澄
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得
べ
さ
ー

る。

第

五

十

七

裁

の

制

度

で

あ

る

。

而

か

も

普

通

に

は

敬

會

の

み

を

以

て

基

督

数

を

代

表

せ

し

め

て

居

西

洋

の

習

慣

に

搬

れ

は

基

督

数

史

を

基

督

数

會

史

と

云

ふ

て

居

る

の

で

あ

る

。

西

洋

の

大

學

に

も

数

會

史

(
C
h
u
r
c
h
H
i
s
t
o
r
y

と
か

K
i
r
c
h
e
n
g
e
s
c
h
i
t
e
)

の
講
座
は
あ
る
が
、
修
道
院
の
講
座
と
云

人

事

は

未

だ

聞

い

た

事

が

な

.s,o

而
し
て
数
會
史
と
は
稲
す
る
が
、
其
所
謂
数
會
史
の
取
扱
ふ
問

題
を
観
る
に
、
頗
る
廣
汎
で
あ
っ
て
‘
決
し
て
数
會
の
歴
史
の
み
を
論
じ
て
居
る
の
で
は
な
く
．
賓
際

は

数

會

史

の

名

義

の

下

に

基

督

数

全

證

に

渉

つ

て

凡

て

の

事

を

論

ず

る

や

う

に

な

っ

て

居

る

。

即
ち
数
會
史
の
範
園
内
に
は
法
王
制
度
や
監
督
制
度
と
論
ず
る
は
勿
論
の
事
で
あ
る
が
、
進
ん
で

ス
n

ラ
哲
學
の
事
も
論
ず
れ
ば
修
道
院
ま
で
も
其
中
に
論
じ
て
居
る
。

斯

く

廣

汎

の

事

柄

を

論

ず

る

の

嘗

否

如

何

は

兎

に

角

に

今

之

を

批

判

す

る

の

必

要

も

な

い

け

れ

ど
も
、
之
に
依

9
て
極
め
て
判
明
で
あ
る
は
普
通
一
般
の
理
解
す
る
所
に
撒
れ
ば
基
．
督
数
を
代
表

随

て

基

督

数

の

花

形

役

者

た

る

敬

會

の

は

餘

り

理

解

3
れ
て
居
ら
ぬ
。

せ
し
む
べ
き
制
度
は
数
會
で
あ
る
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

性
質
は
何
人
に
も
比
較
的
に
能
＜
了
解
芯
れ
て
居
る
と
云
へ
や
う
が
、
之
に
反
し
て
修
道
院
の
方

殊

に

基

督

数

を

プ

ロ

ラ

ス

ク

ン

ト

数

に

よ

り

て

代

表

す

べ

さ

も

是

は

無

の
ヽ
如
く
に
考
へ
て
居
る
人
々
に
は
修
逍
院
の
事
は
了
解
＄
れ
て
居
ら
れ
の
で
あ
る
。

理
も
な
い
が
、
決
し
て
基
督
数
の
全
景
を
描
く
べ
さ
最
良
の
方
法
で
は
な
い
。

哲

學

研

究

基

督

数

會

を

以

て

数

會

史

の

名

義

の

下

に

一
八
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さ
で
は
な
い
。

基
督
数
を
代
表
せ
し
む
る
は
固
ょ

b
不
可
な
ら
ざ
れ
ど
是
の
み
に
て
は
修
逍
院
の
事
な
ど
は
餘

予
輩
は
少
し
極
端

程
不
完
全
に
し
か
従
て
不
濶
足
な
る
や
う
に
し
か
、
描
含
得
ぬ
場
合
が
あ
子
～
。

な
る
考
を
懐
い
て
居
る
や
う
に
思
は
れ
や
う
が
、
時
と
し
て
は
修
逍
院
を

tJ
て
基
督
数
を
代
表
せ

し
め
得
ぬ
事
も
あ
る
ま
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
蓋
し
修
道
院
の
宗
数
思
想
に
は
永
遠
の
債
値
を

包
蔵
し
て
居
る
と
判
じ
て

8
然
る
べ
含
主
張
が
あ
る
と
恩
ふ
か
ら
で
あ
る
。

一
九

宗
数
思
想
に
は
管
に

1

時
代

1

方
慮
に
於
て
行
は
れ
た
り
し
恩
想
の
み
な
ら
ず
、
洵
と
に
何
虞
の

人
間
に
も
訴
へ
得
べ
さ
‘
人
類
に
共
通
な
る
宗
数
的
要
求
が
暗
示
苫
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
基
督

数
と
佛
数
と
は
長
い
歴
史
を
有
し
て
居
る
か
ら
‘
雨
者
間
に
は
差
別
貼
の
著
し
く
存
し
て
居
る
と

思
は
る
ヽ
の
は
無
理
も
な
い
が
、
之
と
同
時
に
雨
者
間
に
類
似
馳
の
著
し
く
存
す
る
事
も
否
む
べ

而
し
て
基
督
数
の
最
も
佛
数
に
類
似
し
て
居
る
励
よ
り
云
へ
ば
、
蓋
し
修
道
院
程

に
著
し
い
馳
は
他
に
あ
る
ま
い
と
思
ふ
。

宗
数
思
想
を
論
ず
る
に
営
り
て
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
修
道
院
の
歴
史

基
督
数
修
逍
院
の

の
頗
る
長
い
事
で
あ
る
。
修
道
院
は
第
一

1

一
世
紀
の
終

9
頃
に
創
股
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
今
も

尚
ほ
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
勿
論
プ

n

ラ
ス
ク
ン
ト
数
の
方
に
は
全
く
存
在
し
て
居
ら
な

い
が
、
羅
馬
加
持
力
（
公
）
数
と
希
服
正
数
と
に
は
今
も
多
く
の
修
道
院
が
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
っ

某
督
数
修
道
院
の
宗
徴
思
想

修
道
院
の
懐
け
る



確
か
に
結
果
に
依
り
て
之
と
判
ず
れ
ば
、
修
道
院
の
制

初

期

の

埃

及

時

代

に

於

て

は

個

人

の

獨

立

を

重

ん

じ

ざ

る

程

の

相

違

あ

る

に

注

意

せ

ざ

る

を

得

ぬ

。

即

ち

修

道

院

の

初

登

期

に

於

て

は

修

逍

僧

は

世

成

る

程

吾

人

事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

従

て

宗

数

思

想

上

に

於

て

も

菱

化

の

あ

っ

た

事

は

明

で

あ

る

。

第

五

十

七

聾

此
に

て
、
勿
論
数
會
程
の
勢
力
は
無
い
け
れ
ど
も
．
数
會
以
外
に
於
け
る
基
督
数
の
勢
力
と
云
へ
ば
、
今
日

ま
い
と
思
ふ
。

C

と

雖

ど

も

羅

馬

加

特

力

数

と

希

服

正

数

と

の

間

に

修

逍

院

に

肩

を

比

し

得

べ

き

者

は

一

も

あ

る

修

逍

院

の

歴

史

は

斯

く

も

長

い

の

で

あ

る

か

ら

、

其

間

に

多

く

の

襲

遷

の

あ

っ

た

於

て

生

じ

て

来

る

問

題

は

斯

く

も

愛

遷

多

き

宗

数

思

想

中

に

特

に

修

道

院

の

宗

数

思

想

と

銘

と

打
つ
て
論
述
し
得
る
程
の
、
一
貫
せ
る
統
一
的
屈
想
が
あ
る
か
と
云
人
事
で
あ
る
。

は

修

道

院

の

始

ま

り

し

頃

に

著

し

か

9
し

宗

数

思

想

と

宗

数

改

革

時

代

に

起

り

し

修

逍

院

例

ヘ

ば
ェ
．
ス
イ
ト
(
J
e
s
u
i
t
)

派

を

支

配

し

た

り

し

宗

数

思

想

と

を

比

較

せ

ば

、

雨

者

間

に

は

雲

泥

も

管

な

ら

よ

9
遠

か

ら

ん

と

し

た

り

し

に

、

中

世

の

末

期

と

近

世

の

初

期

に

な

れ

ば

修

道

僧

は

親

ら

俗

世

に

混
入
し
て
之
を
数
化
せ
ん
と
し
て
居
る
。

た

9
し
為
め
に
孤
獨
的
な
り
し
者
が
、
ド
ミ
ニ

ッ
ク
派
や
ヱ
．
ス
イ
ト
派
に
な
れ
ば
、
法
王
に
事
ふ
る

こ

と

恰

も

家

臣

の

獨

裁

君

主

に

事

ふ

る

が

如

く

、

個

人

の

自

由

や

獨

立

は

毛

頭

之

を

念

慮

に

留

め

ね
事
に
な
り
、
異
端
制
伐
を
付
ょ

b
も
翁
い
事
と
し
て
、
個
人
の
思
想
の
自
由
を
蹂
躙
す
る
に
浮
身

を
霙
す
有
様
と
成
．
り
呆
て
た
の
で
あ
る
。

哲

學

研

究

゜
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ベ

ネ

デ

ク

ト

時

代

苺
督
敬
修
道
院
の
宗
敬
思
想

第

二

期

第

一

期

し
た
る
宗
数
思
想
が
絶
え
て
な
い
か
と
云
ふ
に
決
し
て
左
様
の
事
は
な
い
と
思
人
。

な
る
人
間
の
園
證
で
も
一
千
年
以
上
も
連
績
せ
ぱ
其
組
織
や
思
想
に
何
等
の
襲
化
も
な
い
と
云

最
初
の
理
想
は
輩
に
理
論
上
の
想
念
と
し
て
の
み
判
断
せ
ら
る
ヽ
間
は
元
の
ま

ヽ
で
襲
化
な
し
に
存
績
し
て
居
る
け
れ
ど
も
‘
修
道
院
の
如
く
思
想
の
運
用
其
者
よ
り
も
理
想
を

賓
生
活
に
賓
施
す
る
を
以
て
夫
が
存
在
の
理
由
の
主
眼
と
す
る
圃
證
に
あ

9
て
は
‘
之
を
宜
施
を

ん
と
す
る
度
毎
に
種
々
の
障
磯
に
遭
ふ
の
が
常
で
あ
る
。

の
襲
容
と
為
さ
し
む
べ
含
必
要
に
迫
ら
る
ヽ
の
で
あ
る
。

於
て
は
著
し
い
相
違
が
あ
る
け
れ
ど
も
‘
吾
人
若
し
如
何
な
る
史
的
事
情
が
存
在
し
て
斯
る
襲
化

の
生
ず
る
の
を
餘
儀
な
く
せ
し
め
た
か
を
知
る
を
得
ば
、
修
道
院
の
根
本
の
恩
想
を
朋
に
す
る
事

が
容
易
で
あ
る
と
思
ふ
。

埃

及

ス

リ

ャ

時

代

歴
史
に
は
菱
革
時
期
が
五
個
程
あ
っ
た
と
云
へ
や
う
と
思
ふ
。

郎
ち

是
よ

b
極
め
て
簡
短
に
修
道
院
の
襲
化
の
大
綱
を
述
べ
や
う
と
思
ふ
。

基
督
数
の
修
道
院
の

故
に
修
道
院
の
始
め
と
其
終
り
と
に

従
て
嚢
に
唱
へ
た
り
し
主
張
に
多
少

ふ
事
は
な
い
。

一
證
如
何

度
に
も
亦
思
想
に
も
始
と
終
と
に
は
甚
だ
し
い
蓬
庭
が
あ
る
。

然
ら
ば
修
道
院
に
は
之
を
一
貫
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甚
督
数
史
上
に
於
て
修
道
院
の
創
設
せ
ら
れ
た
る
國
土
の
埃
及
な
る
こ
と
は
史
家
の

1

様
に

而
し
て
其
創
設
者
の
ア
ン
ト
ー
ー

9
(
A
n
t
h
o
n
y
)
で
あ
る
事
も
一
般
に
認
め
ら

承
認
す
る
所
で
あ
る
。

れ
て
居
る
。
此
人
は
多
分
二
百
五
十
年
頃
に
生
れ
、
一
一
て
日
五
十
六
年
頃
に
死
ん
だ
の
で
、
百
歳
以
上

の
長
壽
を
保
っ
た
と
云
は
れ
て
居
る
。
彼
は
元
来
富
有
の
家
に
生
れ
た
れ
ど
も
、
痛
く
塵
世
の
無

常
に
撃
た
れ
て
、
世
を
避
け
蒋
と
交
は
ら
ん
と
決
し
．
遂
に
莫
大
の
財
産
を
悉
く
窮
民
に
施
し
｀
一
人

の
妹
の
あ
っ
た
の
は
之
を
友
人
に
委
托
し
て
、
南
埃
及
の
原
野
に
隠
遁
し
、
孤
獨
の
生
活
を
螢
み
、
日
．

夕
紳
と
交
は
ら
ん
が
鯰
め
に
瞑
想
に
耽
り
、
祈
鵬
を
常
と
し
、
聖
書
を
讀
み
、
自
然
を
友
と
し
た
の
で

彼
は
叉
帥
と
交
は
ら
ん
が
為
め
に
は
、
婦
人
は
何
よ
り
も
誘
惑
と
成

9
易
い
と
云
ふ
の

あ
っ
た
。

て
‘
絶
到
的
に
婦
人
に
近
く
を
禁
物
と
し
井
゜

か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
の
恩
想
は
、
第
二
泄
紀
の
初
め
頃
よ
り
著
し
く
存
し
て
居
っ
た
者
で
あ
っ
た
。

例
へ
ば
約
翰
顧
＿
音
書
に
は
世
¥Ko;,.μo_.)
を
基
督
数
に
反
競
せ
し
め
て
論
じ
て
居
る
が
、
是
は
「
世
」
の
代

第
1

期 エ
ズ
イ
ト
派
時
代

埃
及
ス
リ
ャ
時
代

第
五
期

第

四

期

第
三
期

ク
だ
―
ー
ー
時
代

托
鉢
僧
圏
流
行
時
代

哲

學

閾

究

第

五

十

七

鶉

で
あ
る
。

一
證
基
督
紋
に
於
て
は
逍
に
進
む
者
は
世
よ
り
遠



ぃ。
，
 

ー
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。

6
 

2
 

彼
が
飲
食
物
の
最
を
制
限
し
、
亦

表

者

た

る

羅

馬

帝

國

の

迫

害

が

基

督

数

に

加

へ

ら

る

、

に

及

ん

で

あ
る
が
、
修
道
僧
等
は
皆
な
世
を
以
て
謳
魔
の
支
配
す
る
慮
で
あ
る
と
考
へ
‘
之
を
避
け
‘
之
を
棄
て

ん
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
が
．
埃
及
時
代
の
修
逍
僧
は
此
の
棄
つ
べ
さ
軽
侮
に
値
す
る

r

世
」
の
中
に

る

に

於

て

最

も

努

力

精

進

す

べ

し

と

息

ふ

た

の

は

世

の

中

の

主

要

部

に

位

す

る

所

の

婦

人

を

棄

つ
る
事
で
あ
っ
た
。

事
で
あ
る
。

是
は
ア
ン
ト

ア
ン
ト
ニ

9

は
性
慾
を
禁
止
す
る
事
に
努
力
す
る
と
同
時
に
飲
食
‘
睡
眠
、
衣
服
、
家
屋
、

談
話
等
に
至
る
ま
で
も
‘
甚
だ
し
く
之
を
制
限
し
た
の
で
あ
る
。

飲
食
物
の
種
類
と
も
成
る
べ
く
僅
少
に
限
る
事
と
し
た
の
は
要
す
る
に
性
慾
を
弱
か
ら
し
め
ん
、

と
す
る
一
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
て
彼
は
極
め
て
質
，
索
に
し
て
文
化
生
活
と
縁
遠

き
生
活
と
為
し
‘
孤
獨
生
活
を
岩
窟
内
に
螢
み
、
以
て
祉
交
生
活
を
断
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
目
的

は
窮
極
す
る
所
泄
を
離
れ
、
人
を
避
け
、
文
朋
を
斥
け
‘
富
を
厭
ふ
と
云
ふ
其
一
事
に
止
る
の
で
は
な

彼

は

斯

の

如

さ

消

掘

的

修

養

法

に

よ

り

て

結

局

紳

に

親

ま

ん

と

の

目

的

を

成

就

し

得

べ

し

然
る
に
ア
ン
ト
＝
一
＇
の
風
を
欽
仰
し
て
共
弟
子
と
な
る
者
が
随
分
多
か

甚
督
敢
修
逍
院
の
宗
数
思
想

一
9

に
著
し
く
見
ゆ
る
の
み
な
ら
ず
．
修
道
院
全
脆
に
著
し
い

云
ふ
時
は
婦
人
を
枇
の
中
に
包
含
せ
し
め
て
云
つ
て
居
る
の
で
あ
る
。

然
り
彼
等
が
世
を
棄
つ

於
て
婦
人
が
北
〈
要
位
を
占
め
て
居
る
と
観
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。

故

に

彼

等

が

世

を

棄

つ

る

と

一
層
激
烈
と
成
っ
た
や
．
う
で
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彼
は
曾
て
軍
隊
生
活
を
為
し
た
り
し
闘
係
か
ら
で
も
あ
ら
う
が
、

ア
ン
ト
ニ
＇
の
や
う
な
孤
獨
的
生
活
を
螢
み
て
居
る
の
で
は
、
萬
事
消
極
的
で
あ
っ
て
、
普
通
人
に

は
修
逍
法
と
し
て
宜
し
さ
を
得
た
者
で
あ
る
と
は
思
は
な
か
っ
た
の
て
、
逐
に
園
證
的
修
道
法
を

創
始
し
．
以
て
軍
隊
的
訓
錬
を
修
逍
法
に
加
味
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

9

が
彼
よ
り
も
先
輩
で
あ
る
。

寂
塞
の
念
に
堪
え
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。

彼
は
二
百
九
十
二
年
頃
に
生
れ
、
三
百
四
十
六
年

殊
に
婦
人
に
し
て
修
道
に
志
す
者
に
取
り
て
は
、
孤
獨
で

間
誰
に
も
知
れ
な
か
っ
た
人
も
あ
っ
た
と
云
ふ
事
で
あ
る
。

斯
る
有
様
で
は
多
く
の
人
は
到
底

っ
た
の
て
、
彼
は
自
ら
翼
ふ
所
の
孤
獨
的
生
活
に
多
少
の
緩
和
策
を
施
こ
し
て
‘
士
曜
日
と
日
曜
日

と
に
は
敷
名
の
幽
徒
相
會
し
て
、
聖
書
朗
證
‘
斬
麟
讃
美
等
を
為
し
た
の
で
あ
る
。

に
は
彼
は
何
人
と
も
交
は
ら
ず
、
全
く
孤
獨
的
生
活
を
為
し
、
彼
の
随
喜
者
に
も
同
様
の
生
活
法
を

勘
め
た
の
で
あ
る
。

野
獣
の
横
行
濶
歩
す
る
野
、
原
や
岩
窟
に
住
む
と
云
ふ
事
は
能
く
す
べ
さ
で
な
い
。

ト
ー
一
，
式
の
修
道
法
は
襲
じ
て
関
骸
生
活
を
為
す
形
式
に
改
め
ら
る
ヽ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

孤
獨
的
修
逍
法
(
E
r
e
m
i
t
i
c
a
l
o
r
 
a
n
c
h
o
r
e
t
i
c
 
m
o
n
a
s
t
i
c
i
s
m
)

を

菱

じ

て

園

證

的
(
C
e
n
o
b
i
t
i
gl)修
道
法
に

改
め
た
の
は
．
＾

n

ミ

ウ

ス

(
P
a
c
h
o
m
i
u
s
'
¥
で
あ
る
。

頃
に
死
ん
だ
人
で
あ
る
が
故
に
、
ア
ン
ト
ニ

そ
こ
で
ア
ン

T

と
同
時
代
で
あ
る
が
、
修
逍
法
に
就
て
は
ア
ン
ト
＝
―

彼
は
作
業
と
慈
善

~
r

そ
こ
で
最
初
埃
及
に
起
り
し
修
逍
僧
の
中
間
に
は
何
時
死
せ
し
や
ら
長
い

哲

學

窮

究

第

五

十

七

羹

而
し
て
是
以
外

ニ
四
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始
め
得
ら
る
ヽ
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
。

一五

是
は
婦
人
を
以
て
修
道
法
の
禁
制
と
し
た
り
し
修

間
を
悉
く
肺
と
交
は
る
為
め
に
用
ゆ
る
事
を
奨
励
し
た
の
で
あ
る
。

是
は
ア
ン
ト
―
-
'
の
修
道

の
重
ん
ず
べ
さ
と
説
き
、
修
逍
院
志
願
者
等
を
其
職
業
に
よ
り
て
分
類
し
、
一
組
と
四
十
人
程
と
定

め
‘
之
を
一
屋
の
内
に
牧
め
て
、
皆
．
な
其
職
業
に
精
励
せ
し
め
た
。

を
市
場
に
霞
き
て
得
た
る
牧
盆
を
以
て
電
ー
は
自
己
の
生
活
費
と
修
道
院
の
維
持
登
と
に
充
て
、
残

温
暖
な
る
國
士
に
修
道
院
を
創
建
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
衣
食
の
費
を
得
る
為
め
に
は
敢
て
激
烈

な
る
努
役
に
服
す
る
必
要
は
な
い
。

法
に
比
し
て
蓬
か
に
賓
行
し
易
く
も
あ
る
し
．
且
つ
放
果
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

修
道
法
は
逐
に
埃
及
に
於
て
高
評
を
博
し
．
バ

n

rr
ー
ウ
ス
の
指
揮
の
下
に
修
道
生
活
を
為

n
ん

と

そ
こ
で
園
證
的

す
る
有
志
家
の
数
が
著
し
く
増
加
し
、
逐
に
共
志
道
者
中
に
は
婦
人
も
現
は
る
ヽ
事
と
な
り
た
れ

げ、パ

n

,
 —
ー
ウ
ス
は
婦
人
の
為
め
に
も
寄
宿
含
式
の
修
道
院
を
造
り
て
、
此
に
始
め
て
尼
の
生
活
が

道
院
の
一
部
に
（
縦
ひ
男
子
部
と
は
全
然
隔
離
し
た
の
で
は
あ
る
に
し
て
も
）
婦
人
を
牧
容
す
る
事

は
修
道
院
の
主
義
に
背
馳
す
る
が
如
く
に
も
見
ゆ
る
け
れ
ど
も
、
元
末
漸
次
官
僚
式
に
制
度
化
せ

ん
と
し
た
り
し
加
持
力
数
會
の
監
督
制
度
に
反
到
し
た
り
し
民
主
的
の
修
道
院
の
事
で
あ
る
か

某
督
敬
修
道
院
の
宗
数
息
想

そ
こ
で
閑
暇
は
十
二
分
に
あ
る
。

.̂
n
『

f

『
ウ
ス
は
此
の
時

餘
の
分
は
之
を
慈
善
事
業
の
為
め
に
用
ゆ
る
事
と
為
し
た
の
で
あ
る
。

固
よ
り
埃
及
の
や
う
に

而
し
て
製
作
せ
る
手
工
品
は
之
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第

五

十

七

鶉

ら
．
男
子
を
容
れ
て
獨
り
女
子
の
み
を
拒
む
事
は
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

初
代
の
基
督
数
は
極
め
て
民
主
的
で
あ
っ
て
、
平
等
論
を
押
立
て
ヽ
進
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

第
二
世
紀
に
猛
烈
に
行
は
れ
た
り
し
モ
ン
ク
ヌ
＇
ス

(tnontanns)

派

の

如

き

は

共

適

例

で

あ

る

と

観
る
べ
さ
も
の
て
、
プ
リ
ス
キ
ラ
と
マ
ク
セ
ミ
ラ
と
云
ふ
二
人
の
婦
人
豫
言
者
は
始
終
モ
ン
ク
ヌ

加
持
力
数
會
は
モ
ン
ク

ヌ

ー

ス

派

と

餘

り

民

主

的

で

あ

っ

て

之

で

は

数

會

の

公

安

と

秩

序

と

が

維

持

芯

れ

ぬ

と

云

ふ

廉

て

乏

を

異

端

と

決

定

し

た

の

で

あ

っ

た

が

官

僚

的

監

督

政

治

を

嫌

へ

る

修

逍

院

に

於

て

女

子

と

其

院

内

に

牧

容

し

た

の

は

是

は

民

主

々

義

の

結

果

で

あ

っ

て

営

然

の

庭

置

で

あ

る

。

勿

論

修

逍

院
内
に
於
て
は
男
子
と
女
子
と
は
紐
到
的
に
直
接
の
交
際
は
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

此
頃
よ
り
は
少
し
く
後
の
事
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
‘
拉
典
茄
督
放
の
大
聖
ア
ウ
グ
ス
テ
ヌ
ー
ヌ
(111

百
五
十
四
年
生
‘
四
百
三
十
年
死
す
）
の
如
含
は
自
ら
修
逍
僧
た
り
し
人
で
あ
る
が
、
後
ち
痛
く
衆
人

の

崇

敬

を

受

け

監

督

の

榮

位

に

就

§

た

り

し

高

徳

の

身

に

て

あ

b
な
が
ら
、
立
合
人
を
骰
か
な
け

れ
ば
‘
己
が
妹
と
談
話
す
る
無
邪
氣
の
業
み
す
ら
之
を
恣
に
せ
な
か
っ
た
と
の
事
で
あ
る
。
兎
に

角
に
野
原
の
岩
窟
住
居
が
不
可
能
て
寄
紺
含
生
活
が
始
め
ら
れ
、
職
業
が
奨
励
せ
ら
れ
、
女
子
ま
で

も

修

道

院

内

に

牧

容

せ

ら

れ

柑

る

段

文

で

に

愛

化

し

た

る

修

逍

院

は

確

か

に

孤

獨

的

生

活

の

成

r
ス
を
助
け
、
彼
が
企
て
た
り
し
凡
て
の
計
書
に
参
加
し
た
の
で
あ
る
。

哲

學

研

究

さ

れ

ば
彼
の

云
ふ
ま
で
も
な
く

H
^
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庭
的
氣
風
と
民
主
的
精
紳
と
を
鼓
吹
し
た
事
で
あ
る
。

於

て

も

能

く

一

致

す

る

者

で

あ

る

t
息
は
れ
る
が
、
バ
セ
ラ
イ
オ
ス
の
修
道
院
に
於
て
此
二
個
の

修

道

院

内

の

家

庭

的

氣

風

は

修

道

院

長

を

呼

ぶ

に

A
b
b
o
t
を
以
て
す

二
七

某
督
敬
修
逍
院
の
宗
教
息
想

精
稗
氣
風
が
漂
ふ
て
居
る
。

這
法
を
産
む
に
至
れ
る
最
大
櫂
威
で
あ
る
。

故

に

彼

の

修

這

法

に

は

彼

は

三

百

五

十

六

年

に

カ

バ

ド

キ

ア

州

の

イ

9

ス

立
し
難
き
と
證
明
し
た
者
で
あ
る
と
観
ね
ば
な
ら
ね
。

彼
は
世
に
所
謂
．
＾
セ
ラ
イ
オ
ス
派
の
修

バ
n

ミ
ウ
ス
の
園
證
的
修
道
法
ぱ
嘗
時
宗
数
家
の
憧
憬
す
る
所
と
能
く
吻
合
し
た
の
て
、
北
方

法

は

埃

及

に

流

行

せ

る

の

み

な

ら

ず

炭

＜

猶

太

及

び

ス

リ

ヤ

に

行

は

る

ヽ

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。

而
し
て
．
＾

n

ミ

ウ

ス

の

糊

紳

を

汲

み

て

之

を

大

成

し

た

人

は

カ

イ

ザ

9
ャ
の
監
督
バ
セ
ラ
イ
オ

ス
(Basil
三
百
二
十
九
年
生
、
―
―
―
百
七
十
九
年
・
死
）
で
あ
る
。

河
畔
に

1

規

則

を

案

出

し

た
C

の
修
逍
院
を
建
立
し
‘
此
院
内
に
来
る
べ
き
志
逍
者
の
為
め
に
聖
書
に
基
含
て
種
々
の

彼

の

之

を

立

案

す

る

や

主

と

し

て

修

道

僧

の

自

己

修

養

を

為

す

を

目

的

と

し
た
の
て
、
院
内
管
理
の
事
に
就
て
は
格
別
集
慮
す
る
所
は
な
か
つ
だ
。

政
治
的
若
く
は
管
理
的
の
意
義
は
な
い
。
彼
は
大
證
に
於
て
は
在
来
の
．
＾

n

ミ

ウ

ス

の

習

慣

と

雰
重
し
て
修
道
院
内
に
同
居
す
る
僧
尼
の
食
事
、
作
業
‘
臆
拝
等
を
考
慮
し
た
の
で
、
口
定
に
は
格
別
の

事
は
な
い
が
、
最
も
注
慈
す
べ
§
は
獨
身
、
清
貧
‘
従
順
．
の
徳
の
尊
重
す
べ
き
を
説
け
る
に
加
へ
て
｀
家

一
證
家
庭
と
民
主
的
精
稗
と
は
何
臨
に



1274 

も
あ
っ
た
が
、
バ
セ
ラ
イ
オ
ス
式
の
修
道
法
は
餘
程
穏
健
に
な
っ
て
来
て
居
る
。

彼
の
時
代
に
は

修
遁
僧
は
勿
論
皆
な
獨
身
で
あ
っ
て
、
獣
肉
を
食
人
事
は
之
を
禁
じ
ら
れ
た
が
、
葡
萄
酒
と
飲
む
事

は
臨
機
應
襲
で
‘
或
は
之
を
禁
じ
た
り
、
或
は
之
を
自
由
に
し
た
り
、
致
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
等
は
時

々
断
食
を
励
行
し
た
。

は
れ
て
居
る
。

埃
及
式
の
修
道
院
中
に
は
随
分
凱
暴
な
る
難
行
苦
行
を
為
す
を
誇
り
と
し
た
者

平
素
は
野
菜
と
果
賓
を
食
し
て
之
に
安
ん
じ
‘
祭
日
に
は
魚
肉
‘
鶏
卵
、
牛
乳
‘

は
る
ヽ
は
シ
ナ
ィ
山
の
修
道
院
の
み
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
何
れ
も
バ
セ
ラ
イ
オ
ス
式
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

唯
此
所
に
洩
る
ヽ
と
思

是
は
ア
ン
ト
ー
ー

1

の
古
法
を
守
つ
て
居
る
と
云

東
部
に
於
て
は
第
五
泄
紀
以
来
修
道
院
の
組
織
に
は
菱
化
は
な
い
の

ニ八

る
事
よ
り
も
之
を
察
す
べ
き
で
あ
る
。
ア
示
ッ
ト
は
ス
9
ャ
語
の
父
と
云
ふ
語
の
轄
訛
し
た
者
で

又
修
道
院
に
民
主
主
義
の
著
し
い
こ
と
は
院
内
に
階
級
の
全
く
存
在
せ
ぬ
事
賓
に
徴
し

て
之
を
知
る
べ
含
で
あ
る
。

は
其
賓
修
道
僧
自
ら
自
己
の
意
志
に
従
ふ
が
如

g
姿
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

東
部
の
修
道
院
は
多
く
バ
セ
ラ
イ
オ
ス
の
修
道
法
を
採
用
し
た
の
で
あ
っ
て
今
日
に
至
る
ま

で
彼
の
修
道
院
は
希
服
数
會
郎
ち
ス
9
ャ
‘
埃
及
、
露
西
亜
‘
猶
太
等
に
散
在
せ
る
修
道
院
の
模
範
と

な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

む
れ
ど
も
、
院
長
は
元
来
は
修
逍
僧
の
選
畢
に
よ
り
て
定
ま
る
の
で
あ
る
。

故
に
修
逍
院
の
従
順

修
道
院
に
於
て
は
従
順
の
徳
を
説
§
‘
院
長
の
命
を
奉
ず
べ
さ
を
勘

あ
る
。

哲

學

研

究

第

五

十

七

聾
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某
督
数
修
泣
院
の
宗
教
思
想

二
九

五
世
紀
頃
に
修
逍
院
の
如
何
に
盛
大
に
あ
り
し
か
を
推
定
す
る
に
足
る
で
あ
ら
う
と
思
ム
。

に

第

四

世

紀

よ

り

第

六

世

紀

頃

ま

で

は

東

部

に

於

け

る

希

服

数

内

の

著

名

の

士

は

多

く

修

逍

僧 賓

は
n

ン
ス
ク
ン
チ
ノ
ポ
リ
ス
市
中
に
修
道
院
を
建
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
‘
其
後
帝
王
貴
族
に
し

て
修
逍
院
を
寄
進
す
る
者
が
多
く
な
り
、
大
帝
治
世
の
晩
年
に
は
同
市
に
修
道
院
が
十
五
寺
あ
っ

た
と
の
事
で
あ
る
、
而
し
ィ
」
五
百
十
八
年
に
は
五
十
四
寺
あ
っ
た
と
云
は
れ
て
居
る
、
以
て
第
四
、
第

建
立
せ
ら
る
ヽ
に
至
っ
た
、
帥
ち

n

ン
ス
タ
ン
ヌ

9

ヌ
大
帝
(
-
ー
百
七
十
二
年
生
―
―
ー
百
三
十
七
年
死
）

ぱ
餘
程
人
間
の
娑
婆
ら
し
く
な
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。

且

つ

埃

及

時

代

に

於

て

は

修

道

院

の

所

而

し

て

自

身

の

生

活

を

維

持

す

る

に

必

要

な
る
手
工
を
為
し
、
財
産
の
除
分
は
之
を
貧
者
に
施
典
し
‘
常
に
一
定
の
簡
箪
質
素
な
る
衣
服
を
謹

ふ
て
居
た
の
で
あ
る
。

誦
し
、
進
ん
で
は
瞑
想
に
耽
b
‘
紳
と
交
は
ら
ん
事
に
専
念
す
る
の
で
あ
っ
た
。

た
の
で
あ
る
。

而
し
て
積
掘
的
の
業
と
云
へ
ば
、
理
書
中
ご
朗
讀
し
、
祈
薦
を
為
し
‘
讃
美
歌
を

修

道

僧

は

之

よ

り

も
一
段
蛮
後
し
て
世
と
交
は
る
事
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、
修
道
院
内
に
同
志
の
中
間
が
多
く
群
居

す
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
彼
等
が
喜
憂
と
共
に
し
、
互
に
奨
励
慰
安
を
為
す
の
道
が
備
は
つ
て
居
つ

を

こ

で

修

道

院

の

生

活

は

之

を

埃

及

時

代

の

峻

巌

に

し

て

乾

燥

な

る

に

比

す

れ

在
地
は
原
野
や
岩
窟
や
山
林
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
時
の
純
過
す
る
に
随
び
‘
修
道
院
は
漸
次
都
會
に

牛
酪
等
を
食
す
る
の
自
由
を
得
る
塵
梅
で
あ
っ
た
。
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十
三
年
死
）
で
あ
る
。

人
が
あ
る
。

然

る

に

第

六

世

紀

に

な

り

て

羅

馬

帝
國
の
兎
解
し
て
以
来
間
も
な
§
頃
に
、
修
逍
院
史
上
に
於
て
時
代
を
劃
す
べ
さ
偉
動
を
奏
し
た

是
は
伊
太
利
の
ナ

ly

シ
ャ
(
N
u
r
s
i
a
)

の
ベ
ネ
デ
ク
ト
(
B
e
n
e
d
i
c
t
ill
百

八

十

年

生

五

百

四

彼

の

修

道

院

に

到

す

る

貢

獄

は

泄

に

所

謂

ベ

ネ

デ

ク

ト

法
(
B
e
n
e
d
i
c
t
i
n
e
R
u
l
e
)
 

一9
式
に
則
．
り
た
る
者
で
あ
っ
ィ
し
、
何
も
格
別
の
事
が
な
い
。

し
た
の
は
三
百
四
十
年
頃
で
あ
る
。

叉
マ

炉

チ

ン

(St.
M
a
r
t
i
n
)
が
ボ
ア
ラ

J
I
V
(
P
o
i
t
i
e
l
'
s
)
附
近
に
修

第

二

期

ベ
ネ
デ
ク
ト
(
B
e
n
e
d
i
c
t
)
時
代

第

五

十

七

競

ア
レ

に
な
っ
た
か
、
又
は
修
道
僧
た
ら
ん
と
志
し
た
者
の
み
で
あ
る
と
云
へ
る
程
で
あ
る
‘
嘗
時
人
生
を

評
債
し
て
訥
俗
、
高
下
の
二
級
に
憚
別
す
る
や
う
に
な
り
、
普
通
人
の
生
活
を
以
て
凡
俗
に
し
て
下

等
な
り
と
斯
じ
修
逍
僧
の
生
活
を
以
て
誹
聖
に
し
て
高
等
の
生
活
な
り
と
し
、
唯
少
敷
の
優
秀
者

の
み
此
榮
券
に
典
か
り
紳
に
奉
事
す
る
を
能
く
す
べ
し
と
判
断
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
故
に
紳
埋

な
る
修
道
僧
尼
た
ら
ん
事
は
油
竺
畢
信
仰
あ
る
者
の
均
し
く
欽
仰
敬
慕
し
た
り
し
標
的
で
あ
っ
た
。

西
部
の
羅
馬
や
ゴ

9

だ
地
方
に
修
遁
院
の
輸
入
せ
ら
れ
た
の
は
餘
程
昔
の
事
で
あ
る
。

キ
ナ
ン
ド
リ
ア
の
ア
ナ
ナ
シ
ウ
ス
(
A
t
l
m
u
a
s
i
u
s
)
が

羅

焉

に

到

り

て

大

に

ア

ン

ト

ニ

ー

の

事

と

稲

讃

道
院
を
建
立
し
た
の
は
三
百
六
十
二
年
頃
の
事
で
あ
る
。
・
カ
シ
ア
ヌ
ー
ス

(
U
a
s
s
i
a
u
n
s
)
が
マ

JV

セ

9

ユ

に

修

道

院

を

建

立

し

た

の

は

第

五

世

紀

の

事

で

あ

ら

う

。

＄

れ

ど

是

等

は

軌

れ

も

ア

ン

ト

哲

學

研

究

。



127" 

某
督
数
修
道
院
の
宗
教
思
想

な
る
者
を
彼
自
ら
起
草
し
た
か
、
若
く
は
此
法
を
起
草
す
る
に
至
れ
る
最
大
の
源
因
で
あ
る
と
云

ふ
事
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
彼
が
果
し
て
之
を
起
草
し
た

9
し
や
否
や
‘
之
に
は
稽
々
不
明
の
酷

は
あ
れ
ど
縦
ひ
彼
親
ら
之
を
起
草
せ
ざ
り
し
と
す
．
る
も
、
彼
の
精
紳
が
此
ベ
ネ
デ
ク
ト
法
に
現
は

蓋
し
停
説
の
主
脹
す
る
が
如
く
彼
は
五
百
三
十
年
頃
モ
ン

r
・
カ
．
セ
ノ
(
m
o
n
t
o
Cassino)

修

道

院

に

於

て

之

を

草

案

し

た

の

で

あ

ら

う

。

兎

に

角

に

此

の

ベ

ネ

デ

ク

ト

法

は

欧

洲

西

北

部

に

位

す

る

諸

國

の

修

道

院

の

典

型

と

な

っ

た

も

の

で

あ

る

。

故

に

是

は
最
も
鄭
重
な
る
考
慮
を
受
く
べ
き
債
値
が
あ
る
の
で
あ
る
。

ベ
ネ
デ
ク
ト
法
は
七
十
一

1

一
章
よ
り
威
つ
て
居
る
の
て
院
長
の
義
務
と
論
ず
る
も
の
九
章
、
稗
の

藤
拝
に
闘
す
る
も
の
十
三
章
‘
訓
錬
と
刑
法
と
に
開
す
る
も
の
二
十
九
章
、
修
逍
院
の
内
政
管
理
に

闊
す
る
も
の
十
章
‘
雑
則
十
二
章
に
な
っ
て
居
る
。
吾
人
は
之
を
通
讀
す
る
に
之
を
バ
セ
ラ
イ
オ

ス
法
に
比
す
れ
ば
更
に
一
段
の
進
歩
を
示
し
て
居
る
の
に
注
意
せ
ざ
る
を
得
ぬ
の
で
あ
る
。
．
バ

セ
ラ
イ
オ
ス
法
に
て
は
修
道
院
管
理
の
事
は
之
を
眼
中
に
置
か
な
か
っ
た
が
、
此
は
鄭
重
に
之
と

且
つ
バ
セ
ラ
イ
オ
ス
法
よ
り
も
修
道
僧
の
修
養
に
就
さ
て
穿
碑
か
に
常
識
に
適

考
慮
し
て
居
る
。

ひ
、
歌
洲
西
北
部
の
地
理
と
氣
候
と
に
能
く
順
應
し
洵
と
に
都
合
善
く
出
来
て
居
る
。

ネ
一
プ
ク
ト
法
は
修
逍
僧
に
十
分
の
食
物
を
供
給
し
て
居
る
。

れ
た
る
や
疑
ふ
べ
さ
餘
地
は
な

5
c

即
ち
一
日
に
一
＿
食
二
皿
と
い
人
事

例
へ
ば
ベ
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と
措
く
と
す
る
咲
手
エ
、
農
業
‘
寓
本
‘
育
兒
薮
育
、
建
築
、
著
追
螢
民
数
化
等
は
最
も
注
目
す
べ
含
者
で

る
に
至
っ
た
。

今
其
の
主
要
な
る
者
と
暴
ぐ
れ
ば
先
づ
祈
輯
‘
薩
罪
讃
美
、
瞑
想
等
は
別
と
し
て
之

を
奨
励
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

随

て

ベ

ネ

デ

ク

ト

派

よ

り

種

々

の

業

務

が

後

逹

す

あ
る
。

第

五

十

七

襲

に
定
め
、
更
に
．
ハ
ン
は
一
封
度
を
典
へ
、
酒
は
一
日
に
半
．
＾
イ
ン
ト
（
我
二
合
弱
）
を
給
す
る
事
と
し
た
。

是
は
北
欧
の
如
ざ
寒
含
地
方
に
て
は
多
く
食
せ
ず
ば
、
生
活
に
困
難
な
る
の
み
な
ら
ず
、
亦
多
く
作

の
者
に
は
肉
食
す
る
と
も
之
を
禁
じ
な
い
し
、
食
物
の
種
類
も
院
長
の
意
志
に
て
之
を
便
宜
に
墾

更
せ
し
め
得
る
や
う
に
融
通
の
利
く
事
に
定
め
た
。

為
す
べ
ぎ
事
と
定
め
、
更
に
夏
期
中
に
は
逃
眠
(
S
i
e
s
t
a
)
を
す
ら
為
す
を
認
め
た
の
で
あ
る

3

服
や
寝
具
に
就
て
も
埃
及
時
代
の
如
く
貧
弱
で
は
な
く
し
て
、
之
を
中
世
の
欧
洲
農
民
の
一
般
に

用
ゐ
た

b
し
た
所
に
比
し
て
も
決
し
て
劣
つ
て
居
ら
ね
と
云
は
れ
て
居
る
。

其

代

は

り

彼

は

修

道
僧
に
怠
惰
を
誡
め
、
一
日
に
少
な
く
と
も
努
働
時
間
の
合
計
五
時
間
以
内
に
短
縮
せ
し
む
べ
か

ら
ざ
る
事
を
定
め
た
の
で
あ
る
。

故
に
r

ベ
ネ
デ
ク
ト
式
の
博
學
」
(
B
e
u
r
d
i
c
t
i
n
e
erudition)
と

云

ふ

名

句

す

ら

出

つ

る

に

至

っ

た

程
で
あ
る
。

彼
は
乞
食
す
る
事
と
流
浪
す
る
事
と
を
痛
く
厭
ふ
た
の
で
あ
っ
た
か
ら
．
勢
ひ
努
働

共

上

彼

は

努

働

の

外

夏

に

讀

書

及

び

學

問

を

奨

励

し

た

の

で

其
上
衣

彼

は

又

睡

眠

は

一

日

六

時

間

乃

至

八

時

間

業
を
硲
ま
し
め
ん
為
め
に
は
多
く
の
食
物
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ネ
デ
ク
ト
は
其
上
病
弱

哲

學

研

究
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某
督
数
修
道
院
の
宗
孜
思
想

埃

及

時

代

に

於

て

は

修

道

僧

は

努

働

を

最

小

限

度

に

短

縮

せ

ん

と

す

る

風

が

あ

っ

た

が
、
ベ
ネ
デ
ク
ト
は
修
道
僧
を
し
て
成
る
、
べ
く
長
く
且
つ
有
蚊
に
努
働
せ
し
め
ん
と
勧
め
た
。

及

時

代

に

は

修

逍

僧

は

世

よ

b
遠
か
ら
ん
と
し
た
が
、
ベ
ネ
デ
ク
ト
時
代
に
な
る
と
世
と
交
は
ら

う
と
云
ふ
程
に
は
な
っ
て
居
ら
な
い
が
、
蟹
民
を
数
化
し
．
又
子
供
等
も
場
合
に
よ

b

て

は

之

を

数

る
や
も
測
り
知
れ
ね
と
の
憂
慮
あ
り
し
が
故
に
、
修
逍
憎
は
成
る
べ
く
批
に
接
獨
せ
ず
し
て
、
之
よ

り

遠

か

ら

ん

と

努

め

た

が

、

今

や

批

に

負

け

ね

と

云

ふ

信

念

が

幾

分

か

生

じ

て

来

た

も

の

と

見

え

9

世

を

数

化

せ

ね

ば

な

ら

ね

と

戚

ず

る

に

至

っ

た

の

で

あ

る

。

も

吾

人

の

注

意

す

べ

含

訥

は

修

道

僧

が

己

の

所

属

修

道

院

を

定

め

て

終

生

之

よ

り

絶

縁

せ

ぬ

と

云

ふ

固

着

法
(
S
t
a
h
i
l
i
t
a
s
loci)

を
主
張
し
た
事
で
あ
ら
う
。

が

虞

々

に

徘

徊

流

浪

し

て

定

る

虞

な

9‘
随

て

着

宜

璽

厚

の

徳

と

映

く

の

と

矯

め

ん

と

し

た

の

で

彼

は

斯

く

し

て

夏

に

修

逍

僧

を

し

て

自

己

所

風

の

修

道

院

を

愛

す

る

の

精

稗

を

養

ひ

且

つ
之
に
到
す
る
責
任
の
念
を
養
成
せ
し
め
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
．
此
の
終
生
己
が
所
島
の
修
逍

院

を

菱

夏

せ

ぬ

と

云

人

事

は

修

逍

院

の

歴

史

に

於

て

重

大

視

す

べ

き

意

義

を

有

し

て

居

る

。

以

上

述

べ

た

る

所

よ

り

之

を

判

ず

れ

ば

ベ

ネ

デ

ク

ト

法

は

極

め

て

常

識

に

富

め

る

腐

置

で

あ

あ
る

C

養

せ

ね

ば

な

ら

ぬ

と

云

ふ

ま

で

に

威

ず

る

に

至

っ

た

。

ベ

ネ

デ

ク

ト

は

之

に

よ

り

て

修

逍

僧

忘

れ

ど

ベ

ネ

デ

ク

ト

法

に

就

て

最

詭

に

は

修

逍

僧

は

世

と

戦

へ

ぱ

敗

北

す

あ
ら
う
。

埃
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れ
な
い
。 ベ

ネ
デ
ク
ト
は
雨
者
の
交
通
を
遮
断
せ
ん
と
苦
心
し
た
の
て
、
其
結
果
と
し
て
生
ぜ
る
珍
奇

な

る

現

象

は

修

道

僧

の

時

と

し

て

事

情

止

U
を
得
ざ
る
場
合
に
は
、
修
逍
院
以
外
に
出
づ
る
を
許

し
た
け
れ
ど
も
、
彼
が
院
外
に
於
て
見
聞
せ
る
事
は
一
切
蹄
院
後
同
僚
問
に
之
を
口
外
す
べ
か
ら

ず

と

命

じ

た

事

で

あ

る

。

随

分

賓

行

し

難

い

事

で

あ

っ

た

ら

う

と

息

は

れ

る

。

信

害

の

如

g
も

之

を

院

外

に

出

す

ljf
も
亦
自
ら
院
内
に
受
く
る
事
も
得
る
や
う
に
許
可
を
典
へ
た
け
れ
ど
ち
、

1

々

係

り

の

者

の

検

閲

を

受

く

る

の

要

あ

る

や

う

に

定

め

た

の

で

あ

る

。

修

逍

僧

は

訪

問

者

に

面

會
す
る
を
得
れ
ど
も
‘
之
に
應
接
す
る
者
は
常
に
一
定
の
人
で
あ
っ
て
、
其
人
と
立
合
の
上
に
面
會

す

る

と

云

ふ

風

に

な

っ

て

居

る

。

＄

れ

ど

吾

人

は

今

日

之

を

陸

軍

幼

年

學

枝

の

寄

宿

含

の

如

含

者
に
比
較
し
た
な
ら
ば
訓
錬
を
宜
行
す
る
上
に
於
け
る
‘
難
易
の
度
は
格
別
大
差
は
な
い
か
も
知

兎

に

角

に

ベ

ネ

デ

ク

ト

法

に

は

曾

て

埃

及

に

あ

9
し
が
如

3
難

行

苦

行

の

為

め

に

無

理

の

修

行

を

積

む

と

云

ふ

様

子

は

全

く

消

え

て

し

ま

っ

た

の

で

あ

る

。

欺

洲

中

古

の

文

明

は

宜

に
ベ
ネ
デ
ク
ト
法
に
支
配
せ
ら
れ
た
り
し
修
道
院
に
負
ふ
所
が
勘
少
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

殊

に

西

羅

馬

帝

醐

が

瓦

解

し

て

よ

り

間

も

な

く

秩

序

井

然

と

し

て

存

立

し

た

9
し
ベ
ネ
デ
ク
ト

る。

第

五

十

七

鰊

る

が

斯

く

も

常

識

的

な

る

ベ

ネ

デ

ク

ト

に

あ

り

て

も

尚

ほ

修

逍

院

本

来

の

特

質

を

抹

殺

し

得

ざ

り
し
と
思
は
る
ヽ
の
は
、
彼
が
修
道
院
と
世
と
を
成
る
べ
く
遠
距
離
に
殴
か
ん
と
努
め
た
事
で
あ

哲

學

研

究

四'
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ク

JV 

二

某
督
敬
修
蛍
院
の
宗
数
思
想

第

三

期

と
を
数
ふ
る
上
に
於
て
至
大
の
椋
威
と
成
っ
た
の
．
て
あ
る
。

ク

J
V
_
-
9

時

代

i

五

式

の

修

道

院

が

盤

民

の

上

に

臨

ん

だ

の

で

あ

る

か

ら

是

は

北

螢

人

間

に

は

羅

馬

の

文

明

と

秩

序

(Cluuy)
修
道
院
は
佛
國
に
於
け
る
最
も
著
名
な
り
し
修
這
院
で
あ
っ
て
、
ア
ク
オ
テ

9

ン
(.Aqnit;iue-)
公
爵
ウ
ヰ
リ
ア
ム
（
williml))
が

九

百

十

年

に

創

立

し

た

者

で

あ

る

。

此

修

道

院

は

一
千
九
十
八
年
に
創
建
せ
ら
れ
た
る
シ
ト
ー

(Citeiinx)
修

逍

院

よ

り

派

出

せ

る

セ

ス

タ

JV

シ
ア
ン

CiioterCiau
派
の
修
逍
院
と
並
ん
ぞ
て
中
古
欧
洲
の
宗
数
界
に
至
大
の
功
業
を
樹
．
立
し
た
の
で
あ
る

世
人
は
彼
を
白
僧
と
呼
ぶ
に
到
し
て
此
と
黒
僧
’
と
呼
ん
だ
が
、
是
は
彼
等
が
着
用
せ
る
衣
服
の
色

に
応

g
て
云
っ
た
の
で
あ
る
。
雨
者
共
に
ベ
ネ
デ
ク
ト
派
な
れ
ど
も
、
セ
ス
タ

lV

シ
ア
ン
派
は
農

業
や
深
林
開
拓
や
螢
民
数
化
等
に
功
を
樹
て
、
ク

JV

｝一J
派

は

修

遊

院

の

行

政

管

罪

に

偉

勘

を

奏

し
た
の
で
あ
る
。
ク

J
V
t
-

；

派

に

て

特

に

注

意

す

べ

さ

は

数

會

の

監

督

政

治

よ

り

全

然

獨

立

し

た

事

で

あ

る

。

一

盟

修

逍

院

は

監

督

政

治

の

官

僚

主

義

に

陥

る

弊

の

あ

る

こ

と

が

歴

然

た

る

よ

b‘
之
に
反
翫
し
た
の
で
あ
っ
た
が
．
東
部
に
於
て
は
修
道
院
が
企
く
数
會
の
監
仔
の
管
轄
固
内
ょ

り

脱

離

す

る

こ

と

は

之

を

能

く

せ

な

か

つ

た

。

而

し

て

四

百

五

十

一

年

に

開

か

れ

た

b
し
カ

JV

ケ
ド
ン

(
C
l
m
l
c
e
d
o
u
)
大

會

に

於

て

は

修

道

院

は

監

督

の

管

理

を

受

く

べ

§

者

な

る

専

が

決

諮

せ

ら
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に
は
格
別
干
渉
せ
ぬ
事
に
定
め
た
の
で
あ
る
。

是

は

西

部

に

於

て

は

グ

レ

ゴ

故

に

西

部

に

於

て

ク

J
V
-
―
・
・
時
代
以
来
表
向
さ

王
に
直
隷
す
と
云
ふ
事
に
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
宜
際
は
法
王
も
ク

じ
た
に
違
ひ
は
な
か
っ
た
ら
う
。

一9
修

逍

院

は

全

然

監

督

の

管

轄

を

脱

し

て

法

理
を
受
く
る
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

皇

帝

の

制

裁

を

も

受

け

ぬ

と

云

ふ

が

如

§

勢

力

の

法
王
）
の
勢
力
は
莫
大
で
あ
っ
た
。

は
皇
帝
の
統
轄
を
受
け
る
と
云
ふ
市
に
成
つ
て
居
っ
た
。

あ
っ
た
。

,―
-Ĥ
 

れ
た
の
み
て
、
何
人
も
監
督
の
許
可
な
く
て
は
新
た
に
修
道
院
と
創
設
す
る
を
禁
じ
ら
れ
た
の
で

＄

れ

ど

本

来

修

道

院

は

数

會

殊

に

監

督

政

治

の

下

に

あ

る

官

僚

式

の

放

會

に

厭

き

足

ら
ざ
る
所
あ
る
よ
り
起
り
た
る
者
で
あ
る
か
ら
、
今
更
監
督
が
之
を
己
が
管
轄
内
に
入
る
ヽ
に
成

功
し
た
か
ら
と
て
．
直
接
修
道
院
を
統
治
す
る
事
は
宜
際
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
、
格
別
之
に
干
渉
も

為
＄
な
か
っ
た
が
、
東
部
に
於
て
は
理
論
上
修
道
院
は
監
督
者
の
管
理
に
属
し
、
監
督
は
大
監
督

M
e

t
r
o
p
o
l
i
t
a
n
)

の
統
治
を
受
け
、
大
監
督
は
更
に
大
監
督
長

P
a
t
r
i
a
r
c
h
)
~

治
下
に
あ
り
、
最
後
に
大
監
督
長

然

る

に

西

部

に

於

て

は

中

世

の

初

に

而
し
℃
羅
馬
の
監
督
（
後
の

は

皇

帝

の

樅

力

は

東

羅

馬

帝

闊

に

於

け

る

程

に

は

強

く

な

か

つ

f
,
,
0

そ
こ
で
西
に
於
て
は
羅
馬
を
始
め
其
他
の
｀
監
督
は
皇
帝
の
管

莫

大

な

り

し

監

督

よ

り

管

理

せ

ら

る

ヽ

と

云

ふ

段

に

な

っ

た

な

ら

ば

修

道

院

は

頗

る

窮

窟

に

戚

そ
こ
で
ク

JV

に
も
修
道
院
は
監
督
｀
r-
無
闊
係
に
な
っ
て
し
ま
ふ
た
の
で
あ
る
。

JY

ニ

9

の
修
道
院

哲

學

研

究

第

五

十

七

鵠
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居
る
。

在
の
築
天
地
と
成
っ
た
の
で
あ
る
。

を
統
一

し
て
中
央
集
椛
制
を
宜
行
し
た
事
で
あ
る
。

l

七

-
；
派
以
外
の
修
道
院
に
は

故
に
ク

JV

ニ

9

修

道

レ
，
大
法
王

(
G
r
e
g
o
r
y
l

五
百
九
十
年
よ
り
六
百
四
年
ま
で
在
位
）
の
如
き
其
身
修
逍
院
出
身
の
人

で
あ
っ
て
．
常
に
修
道
院
を
擁
護
し
て
之
を
監
督
の
管
理
よ
り
脱
せ
し
め
、
次
て
法
王
に
直
隷
せ
し

め
ん
と
努
力
し
た
の
み
な
ら
ず
、
其
後
の
法
王
に
し
て
此
の
政
策
を
継
承
し
た
り
し
者
も
可
な
り

か

く

て

修

逍

院

は

官

僚

主

義

よ

り

悩

ま

さ

る

ヽ

こ

と

な

g
自

由

更
に
ク

JV

―-
I

修

逍

院

に

注

目

す

ぺ

含

は

数

多

の

修

逍

院

院
は
皆
な
獨
立
自
治
の
園
證
で
あ
っ
た
が
、
ク

J
V
-
-
9

修

道

院

は

之

よ

9
派

生

せ

る

修

道

院

を

聯

合
し
て
組
合
を
作
り
、
ク

JV

―-
I

修

道

院

が

之

を

総

括

す

る

の

み

な

ら

ず

ク

JV

__ 

I

修

道

院

長

は

其
派
に
屈
す
る
各
地
の
修
道
院
長
を
任
免
す
る
事
に
定
め
た
の
で
あ
る
。

院

長

は

古

今

絶

無

と

も

云

ふ

べ

さ

程

の

強

大

な

る

勢

力

を

有

せ

る

事

を

修

逍

院

史

上

に

留

め

て

そ
こ
で
ク

J
V
-
-
9

修

道

院

長

は

恰

も

一

の

大

名

か

若

く

は

王

者

の

如

含

樅

勢

赫

々

た

る

者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
た
る
ク

J
V
=
-
’

修

道

院

の

中

央

集

樅

的

政

策

は

ク

Jy

普
及
す
る
に
至
ら
ざ
り
し
も
‘
修
逍
院
が
監
督
の
管
轄
を
脱
す
る
と
云
ふ
事
は
西
部
詣
國
に
於
け

る
修
道
院
の
一
般
に
傲
ふ
所
と
な
っ
た
の
で
、
共
後
何
虞
に
於
て
も
修
道
院
は
羅
馬
法
王
に
直
隷

某
督
修
欲
荊
院
の
朱
数
思
想

多
自
か
っ
た
が
総
め
で
あ
る
。

一
證
ク
だ
―
-

9

時

代

ま

で

は

各

地

の

修

道
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第

五

十

七

戟

三
八
．

は
東
に
於
て
は
其
目
的
と
十
分
に
貫
徹
す
る
を
得
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
．
西
部
に
於
て
は
ク

JV

9

時
代
に
至
り
て
之
を
宜
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
・

次

に

考

へ

ね

ば

な

ら

ぬ

事

は

ク

JV

――
I

時

代

の

如

く

修

道

院

が

勢

力

を

得

て

来

る

や

う

に

な

れ

ば

修

道

院

は

箪

に

数

會

や

監

督

の

管

轄

を

脱

し

た

か

ら

と

て

之

で

蒋

足

す

る

筈

は

な

い

。

此

頃

よ

り

し

て

修

逍

院

の

成

化

が

反

討

の

方

向

に

進

ん

で

著

し

く

敦

會

に

普

及

す

る

や

う

に

な

っ

て
来
た
の
で
あ
る
。

朋
で
あ
る
。

是

は

獨

身

制

を

数

會

の

数

職

に

在

る

活

に

園

行

す

る

や

う

に

な

っ

た

の

で

東
部
に
於
て
は
修
逍
院
は
監
舒
の
管
靱
の
下
に
あ
る
や
う
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
‘
修

道
院
の
戚
化
が
敦
會
に
及
ん
だ
事
も
あ
る
の
て
、
数
職
中
の
最
高
位
を
占
む
る
監
督
の
み
は
獨
身

を

守

ら

ね

ば

な

ら

ぬ

唄

と

な

っ

た

の

で

あ

っ

た

が

西

部

に

於

て

は

数

職

に

あ

る

者

は

其

位

置

の

高
下
に
論
な
く
‘
皆
な
閲
身
な
る
べ

rぶ
舌
で
あ
る
事
は
主
義
と
し
て
は
確
定
し
て
居
っ
た
の
で
は

あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
硲
い
際
は
獨
身
を
守
る
放
師
は
其
敷
甚
だ
少
な
か
っ
た
の
で
、
多
く
は
妻
帯
す
る

多
い
程
で
あ
っ
か
。

か
若
く
は
蓄
妾
し
て
居
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

彼
の
法
王
"
-
ド
リ
ア
ン
ニ
性
(
H芸
1rian

rr
八
百
六
十
七
年
よ
り
八
，
百
七
十
二

年

ま

で

在

位

の

如

9
は
法
王
に
選
ば
る
ヽ
に
先
ち
既
に
結
婚
し
、
娘
も
あ
っ
た
の
て
、
八
百
六
十
八

研

究

す
る
と
云
ふ
事
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

哲

學

高

位

の

監

督

で

す

ら

獨

森

を

守

ら

な

か

っ

た

者

が ＝ 

そ

こ

で

官

僚

主

義

に

反

到

し

て

世

に

生

れ

た

る

修

道

院

¥-
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某
腎
数
修
氾
院
の
宗
数
息
怨

九

此
外
に
も
托
鉢
僧
園
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
れ
も
貧
弱
で
あ
っ
て
云
ふ

り
て
修
道
院
内
よ
り
托
鉢
僧
圃
の
起
っ
た
理
由
で
あ
る
。

托
鉢
僧
園
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
伊
太

策
を
助
け
て
世
を
数
化
せ
ん
と
す
る
事
に
な
っ
だ
。

是
が
第
十
二
批
紀
よ
り
第
十
三
批
紀
に
一
旦

第

四

期

年
に
は
其
娘
と
妻
と
は
、
娘
の
夫
に
殺
害
せ
ら
れ
た
程
で
あ
る
。

d
i
c
t
I
X
 

騒
ぎ
を
演
じ
た
程
で
あ
っ
た
。

又

彼

の

ベ

ネ

デ

ク

ト

九

世
(
B
e
n
e
-

一
千
一
11

+
 

1

1

一
年
よ
り

1

千
四
十
六
年
ま
で
在
位
）
は
自
分
の
従
兄
の
娘
を
要
ら
ん
と
て
大

9

修

道

院

出

身

の

ヒ

炉

デ

ブ

ラ

ン

ド
(Hilcleb;・nndJ
が

所
が
ク

JV

ニ

グ

レ

ゴ

リ

ア

ス

第

七

世
(
G
r
e
g
o
r
y
V
l
[
一
千
七
十
三
年
よ
り
一
千
八
十
五
年
ま
で
在
位
）
と
し
て
法
王

の
位
に
陸
る
や
、
．
獨
芽
制
を
放
師
全
證
に
圃
行
し
．
之
を
守
ら
ざ
る
者
を
厳
重
に
虞
．
分
し
た
の
で
あ

是

に

於

て

修

逍

院

は

盆

々

隊

盛

と

な

b‘
是
ま
で
に
は
・
泄
を
避
け
て
居
っ
た
が
、
是
よ
り
は
世

を
数
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ
段
取
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

托

鉢

僧

圃

流

行

時

代

修

道

院

の

法

王

に

直

隷

す

る

に

決

定

し

て

よ

b
以
来
、
修
逍
院
長
等
の
方
針
は
盆
々
法
王
の
政

．
利
國
ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
セ
ス

(Fr:,ncis
of Assisi
―
千
・
百
八
十
二
年
生
、
一
千
二
百
二
十
六
年
死
一
に
よ

り
て
創
設
せ
ら
れ
た
フ
ラ
ン
セ
ス
僧
園
と
西
班
牙
の
ド
ミ
ニ
ッ
ク

(
D
o
r
n
i
~
g
o

d
e
 G
u
z
n
m
i
1

一
千
百
七

十
年
生
一
千
二
百
二
十
一
年
死
）
に
よ
り
て
創
設
せ
ら
れ
た
る
ド
ミ
ー
ニ
ク
僧
固
と
に
よ
り
、
て
代
表

せ
ら
る
べ
§
者
で
あ
る
。

る。
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持
力
数
會
に
て
は
数
師
等
は
常
に
儀
式
と
司
る
事
を
主
と
し
て
居
る
の
て
、
説
数
す
る
事
を
好
ま

ぬ
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
日
定
は
第
十
三
批
紀
に
な
り
て
よ
り
托
鉢
僧
等
の
説
数
と
侮
逍
と

に
熱
心
な
り
し
が
為
め
に
一
時
面
目
を
改
め
た
の
で
あ
っ
た
。

軍
の
人
々
の
な
し
た
如
§
事
業
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。

殊
に
フ
ラ
ン
セ
ス
派
に
は
フ
ラ
ン
セ
ス

の
如

g
理
者
が
あ
っ
た
か
ら
‘
営
時
の
祉
會
に
及
ぼ
せ
る
徳
化
は
極
め
て
順
著
な
る
者
が
あ
っ
た
。

然
る
に
ド
ミ
ニ
ッ
ク
派
の
方
で
は
學
問
を
非
常
に
奨
励
し
た
の
で
、
ア

I
V
.
^
J
V

ク
ス
(
A
l
b
e
r
t
n
H
M
a
g
n
u
,
;
 

一
千
百
九
十
三
年
頃
生
一
千

1

一
百
八
十
年
死
）
ト
マ
ス
('l1hornas
A
q
n
i
n
n
s

一

千

二

百

二

十

五

年

頃

生

一
千
二
百
七
十
四
年
死
）
の
や
う
な
大
學
者
を
出
し
た
け
れ
ど
沿
此
僧
圃
は
法
王
に
到
し
て
忠
誠

手
に
せ
ぬ
諄
に
行
か
ね
。

托

鉢

僧

等

は

丁

度

今

日

の

救

泄

随
て
托
鉢
は
社
交
性
を
養
ひ
、
他
道
の
助
と
な
る
の
、
て
あ
る
。

一
罷
加

ラ
ン
セ
ス
僧
等
は
説
数
と
慈
善
の
業
と
に
力
を
盛
す
事
に
な
っ
た
。

托

鉢

僧

園

の

起

り

た

る

表

面

上

の

理

由

は

基

督

も

其

弟

子

も

貧

窮

に

し

て

財

産

を

所
有
せ
な
か
っ
た
か
ら
し
て
、
其
足
跡
に
則
る
べ
さ
筈
の
者
は
消
貧
な
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
の
精

托

鉢

僧
(
'
M
e
n
d
i
c
a
n
t
m
o
n
k
s
 F
r
i
a
r
竺
殊
に
フ

箪
に
之
の
み
で
は
な
い
。

面
の
理
由
よ
り
も
托
鉢
僧
園
を
起
す
に
於
て
一
層
有
力
な
り
し
理
由
は
、
社
會
と
接
獨
し
て
世
を

数
化
せ
ん
と
す
る
熱
心
が
あ
っ
た
か
ら
の
事
で
あ
る
。

托

鉢

を

為

せ

ば

人

間

を

相

紳
に
存
す
る
け
れ
ど
水
。

裏
面
の
理
由
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
｀
其
賓
表

に
足
ら
ぬ
。

哲

學

研

究

第

五

十

七

聾

叩

O

ダ
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を
抜
ん
で
ん
と
せ
る
熱
心
ょ
り
し
て
遂
に
自
ら
極
端
な
る
官
僚
主
義
を
賓
行
す
る
事
と
な
り
、
異

端
征
伐
に
熱
中
し
、
宗
数
審
問
所
(Inquisition)
の
大
役
を
勤
む
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

り
果
て
ヽ
は
修
道
院
設
立
嘗
時
の
精
肺
と
は
全
く
背
馳
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

エ
ズ
イ
ト
派
時
代

第
五
期

ェ
ー
ス
イ
ト
派
は

J
V
9

ラ
だ
の
宗
数
改
革
以
後
羅
馬
加
持
力
数
會
の
方
に
て
プ
ロ
テ
ス
ク
ン
ト

数
に
到
抗
せ
ん
が
為
に
組
織
せ
ら
れ
た
者
で
あ
る
と
云
つ
て
善
い
。

西
班
牙
の
人
ロ
ヨ
ラ
(
I
g
n
a
-

tius L
o
y
o
l
a
 1

千
四
百
九
十

1

年

生
1

千
五
百
五
十
六
年
死
）
に
よ

b
て
指
導
せ
ら
れ
て
顕
著
な
る

此
派
の
特
色
と
す
る
所
は
獨
身
‘
洞
貧
、
従
順
の
三
個
誓
約
中
従
順
を

活
動
を
演
じ
た
の
で
あ
る
。

最

も

尊

重

し

て

軍

隊

的

精

帥

を

養

成

し

法

王

を

擁

謹

し

て

其

の

近

衛

兵

の

如

く

に

な

っ

て

勇

し

く
活
動
し
た
事
で
あ
る
。

1

橙
修
逍
院
に
て
は
本
来
個
人
の
債
値
を
翁
重
し
、
稗
秘
を
味
ひ
、
自
由

を
愛
し
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
や
逍
理
の
有
無
に
拘
は
ら
ず
、
法
王
の
命
唯
之
に
従
ふ
と
云
ふ

や
う
に
成
り
果
て
た
の
で
、
官
僚
的
色
彩
の
最
も
濃
厚
な
る
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

中
に
は
之
を
修
道
院
で
あ
る
と
認
ぬ
人
も
あ
る
位
で
あ
る
。

代
に
我
國
に
側
道
の
為
め
末
朝
せ
る
サ
ピ
エ

i(Xavie1・)
は
此
派
に
属
し
た
人
で
あ
る
。

ト
派
は
・
修
道
院
の
精
紳
を
登
揮
す
る
上
に
於
て
は
最
も
意
義
の
浅
い
者
で
あ
る
と
云
ふ
べ

g
で

基
督
敬
修
撻
院
の
宗
敬
思
想

四

工
．
ュ
ィ

序
に
云
つ
て
置
く
が
、
織
田
信
長
時

故
に
史
家

斯
く
な
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ら
れ
錢
鉢
僧
園
の
流
行
せ
し
時
代
に
は
消
貧
が
最
冷
高
調
せ
ら
れ
、
最
後
に
工
ズ
イ
ト
派
時
代
に

は
従
順
が
最
も
高
調
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

高
調
謡
は
斯
の
如
く
時
勢
の
複
化
せ
る
が
為
め
ー
に

異
な

b
て
居
る
。

律
が
あ
る
。

あ
ら
う
。

第

五

十

七

緯

而
し
て
第
十
六
批
紀
以
後
に
な
り
て
よ
り
以
来
は
修
逍
，
院
は
‘
衰
徴
す
る

か
ら
、
其
後
に
は
格
別
注
意
に
値
ひ
す
る
程
の
事
は
な
い
の
で
あ
る
。

以

上

述

べ

た

る

が

如

g
史

的

綾

逗

と

綽

た

る

修

道

院

の

宗

数

息

想

は

果

し

£

如

何

な

る

者

で

あ
ら
う
か
。
是
は
推
察
す
る
に
餘
り
難
く
は
な
い
と
息
ム
が
、
是
よ
り
之
を
述
ぶ
る
事
と
致
さ
ぅ
゜

吾

輩

の

観

る

所

で

は

修

道

院

の

怯

け

る

宗

数

息

想

に

は

三

個

の

著

し

"3'"u
特
徴
が
現
は
れ
て
届
る
。

第
一
は
誡
律
主
義
て
、
第
二
は
帥
秘
主
義
て
、
第
三
は
個
人
主
義
で
あ
る
。
是
よ
り
以
上
の
三
特
徴

に
就
て
説
明
す
る
事
と
致
さ
う
。

第

一

‘

誠

律

主

義

誡

律

は

何

れ

の

批

に

於

t
も

消

極

的

に

な

り

易

い

。

即

ち

何

々

を

為

す

べ

し
と
勧
誘
す
る
よ
り
も
、
何
々
を
鯰
す
べ
か
ら
ず
と
禁
止
す
．
る
場
合
が
多
く
な
る
と

m心
人
。
修
道

院
の
主
張
し
た
る
誡
律
も
之
と
同
様
で
あ
っ
て
．
三
個
の
誓
約
に
於
て
代
表
的
に
現
は
れ
て
居
る

と

云

ひ

や

う

。

．

此

外

修

逍

院

に

は

種

々

の

誡

三
個
の
誓
約
と
は
郎
も
獨
封
‘
消
貧
従
順
で
あ
る
。

勿
論
以
上
三
個
の
誓
約
の
中
に
て
何
れ
が
最
も
尊
直
せ
ら
れ
し
や
、
時
代
に
よ
り
て

埃
及
ス
リ
ャ
時
代
よ
り
ク
炉
二

9

時

代

に

至

る

ま

で

は

狛

身

が

最

も

高

調

せ

哲

學

研

究

＇四

-
〗
方
で
あ
る
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を
為
逹
ざ
る
．
限
り
‘
衆
人
之
を
求
め
て
止
ま
ぬ

3

て
、
其
人
の
霙
魂
も
同
様
で
あ
る
が
如
く
に
戚
ず
る
は
人
の
常
で
あ
る
。
然
る
に
修
逍
院
は
人
情

の
能
く
し
難
§
所
を
漿
ち
て
，
之
を
捕
防
と
為
．
し
↓
之
を
破
滅
せ
ん
と
ま
で
奮
闘
せ
ん
こ
と
を
命
じ

吾

人

は

之

を

考

ふ

れ

ば

修

道

院

の

慎

け

る

人

生

観

及
び
宗
敬
息
想
の
何
た
る
や
を
推
す
に
難
く
な
い
と
思
ふ
。

一
儒
制
慾
的
息
想

(
A
s
c
~
t
i
c
i
s
m
)

は
イ
ニ
ス
に
あ
っ
た
か
否
か
は
別
間
題
と
し
て
間
ふ
必
要
も
あ

ど
。

プ

某
抒
徴
修
滸
院
の
宗
敬
思
想

其
の
此
に
到
れ
る
動
機
果
し
て
如
何
゜

四

著
し
く
移
勁
し
て
居
る
け
れ
ど
も
、
何
れ
も
誡
律
を
守
る
を
以
て
修
道
の
指
南
と
な
し
た
事
は
明

で
あ
名
。
以
上
三
個
の
誓
約
は
何
れ
ら
其
精
紳
に
於
ー
℃
消
極
的
な
ら
ざ
る
は
な
い
。

も
皆
な
進
ん
で
取
れ
と
云
ふ
に
非
ず
し
て
、
退
い
て
避
け
よ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

で
も
な
く
異
性
た
る
婦
人
を
棄
て
よ
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

は

自

我

を

棄

て

＼

修

道

院

長

に

従

へ

よ

と

云

ふ

の

で

あ

る

。

勿

論

修

道

院

長

の

命

令

を

軸

の

命

令
と
心
得
て
之
に
従
へ
よ
と
云
ふ
の
で
あ
る
か
ら
‘
問
接
に
は
従
順
は
誹
に
従
ふ
事
に
は
な
る
や

う
な
も
の
の
。
筏
際
は
修
道
院
長
の
命
令
に
は
我
慈
我
慾
を
棄
て
ヽ
謡
條
件
的
．
に
服
従
せ
ょ
と
云

人
の
で
あ
る
。
然
る
に
愛
俯
は
人
間
固
有
の
俯
で
あ
り
、
家
庭
は
萬
人
の
欲
す
る
所
で
あ
る
。
財

旅
は
生
活
上
の
安
全
を
保
證
し
．
物
質
上
の
便
宜
を
約
束
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
禽
獣
同
様
の
生
活

我

意

我

欲

は

個

人

の

中

墜

を

為

す

も

の

で

あ

っ

獨

身

は

云

ふ

ま

消
貧
は
財
産
を
棄
て
よ
と
命
じ
、
従
順

郎
も
何
れ
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第

五

十

七

撃

故

に

制

慾

的

思

想

は

る
ま
い
が
、
是
は
確
か
に
．
＾
ゥ
ロ
時
代
よ
り
基
督
数
の
内
部
に
存
し
て
居
っ
た
。

後
の
朕
態
を
説
明
す
る
に
嘗
り
て
之
を
天
使
の
朕
態
に
比
し
、
之
と
以
て
r

そ

れ

甦

る

時

は

要

ら

ず

嫁
ず
天
に
あ
る
紳
の
使
等
の
如
し
」
（
馬
太
一
ー
ニ
苔
）
と
云
へ
る
を
嘗
時
の
信
徒
等
は
解
し
て
獨
身
は

婚

姻

生

活

よ

り

も

高

前

に

し

て

霊

的

朕

態

の

特

徴

な

9
と

悟

b
、
第
一
世
紀
の
終
頃
よ
う
獨
身
と

殉
数
と
を
以
て
特
別
の
功
徳
あ
る
者
で
あ
る
と
評
債
し
た
の
で
あ
っ
力
。

知

識

蓬
guosticism
:,
 
!:;!. 
も

楷

現

論

者

D
o
c
e
t
i
s
m
)
!:;;!, 
も
マ
．
炉
キ
オ
ン
(]¥,farcion)
に
も
モ
ン
ク
ヌ
＇
ス
派

(
M
o
n
t
a
u
i
s
m
)
 
!:!, 
75'
ノ
ヴ
ァ
ン
ヌ

9

ス
派

(
N
o
v
u
t
i
a
n
i
s
m
j
!:;!. 
も
ド
ナ
ト
ス
派

(
D
~
m
a
t
u
s
)
_

!;;!, 
も

著

し

く

存

し

て

居

っ

た

の

で

あ

る

。

就

中

マ

JV

キ
オ
ン
の
如
含
は
極
端
で
あ
っ
て
、
箪
に
数
師
に
婚
姻
を
殿

禁
す
る
を
以
て
安
ん
ぜ
ず
、
一
般
の
俗
人
に
到
し
て
ま
で
も
之
を
禁
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
世
人
が

斯
く
せ
ば
三
四
十
年
以
後
に
は
人
類
の
絶
滅
す
べ
さ
を
嘆
息
す
れ
ば
、
マ

JV

キ

オ

ン

は

斯

な

れ

ば

萬

人

肉

を

去

り

て

霊

に

蓬

る

の

で

あ

る

か

ら

至

極

結

構

で

あ

る

と

考

へ

て

居

っ

た

程

で

あ

る

。

以

上

列

畢

し

た

る

諾

派

は

何

れ

も

基

督

数

會

に

在

b
て
は
異
端
と
決
せ
ら
れ
た
者
で
あ
る
か
ら
、

讀

者

諸

君

に

は

此

諸

派

の

制

慾

的

思

想

は

以

て

基

督

数

の

大

勢

を

示

す

に

足

ら

ぬ

と

の

疑

惑

｀

起
ら
ぬ
と
も
限
ま
い
が
、
吾
人
の
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
以
上
諧
涙
は
異
端
と
判
ぜ
ら
れ
た
け
れ

ど
も
．
其
の
異
端
な
り
と
判
ぜ
ら
れ
た
の
は
彼
等
が
制
慾
説
を
唱
へ
た
か
ら
然
る
の
で
は
な
く
し

哲

學

罰

究

イ

エ

ス

は

甦

生

四
四
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院
は
起
ら
な

S
o

で
あ
る
と
考
へ
て
居
っ
た
事
を
示
す
に
足
る
で
あ
ら
う
。

成

9
易
と
云
ふ
の
て
、
自
ら
去
勢
し
た
程
制
慾
励
行
者
で
あ
っ
た
。

四
五

制
慾
的
思
想
は
数
會
よ
り
異
端
と
思
れ
ざ
り
し
大

て
、
寧
ろ
極
端
な
る
民
主
主
義
を
唱
へ
た
り
、
或
は
敦
會
政
治
に
就
て
意
見
の
衝
突
と
来
た
し
た
り

し
た
が
為
め
異
端
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

家
に
も
著
し
く
存
し
て
居
っ
た
。
例
令
オ
リ
ゲ
ネ

9

ス
（
百
八
十
五
年
頃
生
一
ー
百
五
十
四
年
頃
死
）

の
如
き
は
彼
が
ア
ン
キ
サ
ン
ド
リ
ヤ
に
於
て
紳
學
校
長
た

b
し
頃
に
は
、
何
人
も
彼
を
異
端
で
あ

る
な
ど
と
は
想
は
ざ
り
し
が
、
彼
は
自
己
の
講
義
を
魏
く
者
の
中
に
は
婦
人
も
居
る
の
で
、
誘
惑
に

亦
彼
の
ア
ウ
ゲ
ス
テ
ヌ

9

ス

に
し
て
も
同
様
で
彼
が
奉
数
以
前
に
遊
蕩
せ
る
を
痛
恨
し
て
奉
数
後
亜
非
利
加
に
蹄
り
て
直
に

修
道
僧
と
な
り
し
が
如
き
、
嘩
国
時
一
般
に
制
慾
的
思
想
を
以
て
最
も
幽
者
の
朕
態
に
適
し
た
も
の

＄
れ
ど
制
慾
的
息
想
の
み
で
は
修
道

若
し
制
慾
的
思
想
の
み
で
修
道
院
が
起
る
も
の
と
せ
ば
、
第
二
世
紀
に
於
て
既

に
之
が
成
立
す
る
筈
で
あ
る
の
に
、
修
道
院
は
第
三
世
紀
の
末
か
第
四
世
紀
の
始
ま
で
は
起
ら
な

か
っ
た
。
然
ら
ば
制
慾
的
思
想
以
外
に
修
道
院
を
起
芯
し
め
た
る
原
因
は
何
で
あ
っ
た
ら
う
か
。

泄

と

厭

ぷ

と

云

ふ

思

想

と

世

の

終

り

が

近

づ

い

た

と

云

ふ

考

も

大

に

修

道

院

の

設

立

の

原

因

を
助
長
せ
し
め
た
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
批
を
厭
ふ
と
云
ふ
考
は
基
督
数
徒
が
羅
馬
帝
國
政
府

よ
り
偶
像
證
拝
を
強
迫
せ
ら
れ
て
其
迫
害
に
忍
耐
し
得
ざ
る
程
に
戚
じ
た
り
し
時
に
、
盆
々
激
烈

某
督
数
修
泣
院
の
宗
欧
Ill
心
想
、
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し
て
居
っ
た
の
で
あ
る
。

第

五

十

七

緯

と

な

っ

て

来

た

や

う

で

あ

る

。

皇

帝

を

肺

と

し

て

之

を

證

拝

す

る

を

厭

ふ

た

基

督

数

徒

の

多

く

は
羅
馬
帝
園
の
公
け
の
儀
式
に
参
典
す
る
事
に
．
は
自
然
と
遠
か
る
事
と
な
り
、
随
て
闊
家
の
官
吏

と
は
成

9
褥
ざ
る
有
様
と
な
り
、
項
宜
に
於
て
政
府
や
官
憲
と
無
闘
係
に
な
り
‘
易
い
か
ら
、
遂
に
何

と
な
く
世
よ

9
速

か

る

事

に

も

な

っ

た

の

で

あ

る

。

然

ら

ば

修

道

院

は

斯

る

動

械

よ

り

促

進

せ

ら

れ

た

の

で

あ

ら

う

か

。

蓋

し

芯

う

で

は

な

い

。

何

と

な

れ

ば

修

遣

院

は

帝

國

の

迫

害

の

隆

な

り
し
時
に
起
ら
ず
し
て
、
帝
國
が
基
督
数
徒
を
迫
害
す
る
事
を
止
め
た
時
に
起
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

世
の
末
期
が
近
か
づ
け
り
と
の
息
想
は
基
督
の
時
代
に
は
一
般
に
猶
太
に
．
恣
羅
烏
に
も
存
在

是

も

基

督

数

徒

を

し

-1
勿

論

批

の

轄

ん

ず

べ

合

を

痛

切

に

戚

ぜ

し

め

何

と

な

れ

ば

修

逍

た
に
は
違
ひ
は
な
い
が
、
此
思
想
が
修
道
院
を
起
し
た
と
は
云
へ
ぬ
と
息
ふ
。

院

の

登

生

せ

し

東

部

に

於

て

は

泄

末

観

(eschatological
V
i
e
w
 of 
the・worlcl)
は
第
三
批
紀
に
其
勢
力

面
し
て
修
逍
院
は
泄
末
観
が
終
焙
し
て
後
に
起
っ
た
か

勿
論
制
慾
忍
呵
厭
世
観
、
帝
國
の
迫
害
‘
批
末
観
等
は
何
れ
も
修
逍
僧
の
人
生
観
を
構
成
す
る
に
於

t
多
大
の
助
力
を
岱
し
た
者
で
あ
る
に
逃
ひ
は
な
い
。

9
1

れ

ど

是

等

詣

説

の

箪

獨

の

働

含

若

く

之

を

起

芯

し

め

た

る

主

因

は

は
協
同
の
働
さ
の
み
で
は
‘
到
底
修
道
院
は
起
な
か
っ
た
と
息
ふ
。

ら
で
あ
る
．
o

を
消
耗
し
て
し
ま
う
た
か
ら
で
あ
る
。

哲

學

．

研

究

四
六
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洵
と
に
基
督
数
會
が
．
羅
馬
帝
國
と
接
饒
し
て
．
其
監
督
等
が
俗
樅
に
蝉
び
、
而
し
イ
し
数
會
が
盆
々
官

僚
的
に
な
り
た
る
が
為
め
に
、
深
奥
な
る
宗
数
息
想
を
懐
け
る
君
子
人
は
之
に
憤
慨
し
て
遂
に
世

を
避
け
て
修
道
院
を
起
＄
ん
と
奮
薇
蕨
起
し
た
の
で
あ
る
。

元
末
基
督
時
代
に
於
け
る
基
督
数
は
一
の
経
典
も
な
け
れ
ば
．
制
度
も
な
く
｀
信
條
も
な
含
極
め

て
自
由
自
在
の
関
．
證
よ
り
成
．
っ
た
者
で
あ
っ
た
。
其
数
徒
は
軸
の
霊
の
戚
動
を
受
け
．
自
己
の
良

心
の
命
ず
る
所
に
従
ふ
て
何
に
て
も
之
を
行
ふ
と
云
ふ
エ
合
で
あ
っ
て
‘
栖
め
て
、
デ
王
ク
ラ
チ
ッ

ク
な
も
の
て
、
之
を
束
縛
す
べ
さ
何
等
の
外
樅
も
存
在
し
て
居
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
時
々
は
餘

9
自
由
に
な

9
過
ぎ
た
り
し
こ
と
、
て
、
秩
序
を
索
す
憂
は
あ
っ
た
が
少
し
も
官
僚
的
の
弊
の
如

g
は

之

を

見

出

し

得

な

か

っ

た

。

＄

れ

ど

基

督

数

が

泄

を

数

化

せ

ん

と

す

る

努

力

が

盆

々

優

勢

と
な
り
之
が
社
會
と
交
渉
す
る
に
至
り
て
堅
固
な
る
関
證
を
形
成
す
る
の
必
要
と
戚
じ
．
之
を
運

用
す
る
に
於
て
行
政
機
闘
の
整
頓
せ
る
も
の
を
要
す
る
勘
よ
り
、
逐
に
茄
督
数
と
基
督
数
會
と
は

．
 

ス

ク

ス

(Cali区
t
u
s
―
ー
百
十
九
年
よ
り
二
百
二
十
三
年
ま

同
一
親
せ
ら
る
ヽ
事
と
成
K
ソ
、
夏
に
カ
リ
ク

で
羅
馬
の
監
督
）
の
頃
よ

b
監
督
が
数
會
を
組
織
す
る
者
で
あ
っ
て
‘
一
般
の
信
徒
は
之
を
形
成
す

る
の
で
は
な
く
‘
信
徒
の
数
會
．
に
入
る
を
許
否
す
る
の
植
は
一
に
監
督
の
稲
内
に
あ
る
事
に
確
定

し
た
の
み
な
ら
ず
、
監
督
の
承
認
し
た
る
．
人
に
よ
り
て
司
と
ら
れ
ざ
る
幽
莫
は
一
切
救
に
無
効
で

四
七

某
抒
数
修
菰
院
の
宗
敬
思
想
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ど
と
云
っ
た
事
も
あ
る
。

家
は
宛
然
政
治
家
の
如
く
成
り
果
つ
る
の
弊
と
醸
す
に
至
っ
た
。

そ
こ
で
高
遠
の
神
と
憧
憬
し
、

第

五

十

七

隣

あ
る
と
云
ふ
事
に
な
り
、
監
督
の
支
配
す
る
数
會
は
救
清
寧
賣
局
の
如
き
姿
と
な
り
、
監
督
の
定
め

た

る

儀

式

を

守

ら

ざ

る

者

や

又

は

監

督

の

許

可

せ

ざ

る

司

式

者

は

軌

れ

も

誹

の

恩

寵

と

受

く

る

と
得
ず
と
の
大
臆
に
し
て
乱
暴
梃
ま
る
背
理
の
制
度
が
全
能
力
と
有
す
る
に
至
り
け
れ
ば
、
民
主
，

思

想

を

懐

け

る

志

あ

る

者

は

監

督

政

治

の

器

械

的

に

し

て

専

横

な

る

に

反

到

す

る

に

至

っ

た

の

で
あ
る
。

而

し

て

此

監

督

専

制

政

治

は

遂

に

第

四

批

紀

の

初

に

於

て

n

ン
ス
ク
ン
ヌ
＇
ス
大
帝

が
甚
督
数
に
蹄
依
し
て
之
を
羅
馬
帝
國
の
國
数
と
為
し
て
よ
り
以
来
、
基
督
赦
の
代
表
者
た
り
し

監
督
と
政
椛
と
は
盆
々
接
近
し
て
来
た
っ
た
の
で
、
爾
来
数
椎
と
俗
樅
と
は
盆
々
纏
綿
し
て
、
宗
放

深
奥
の
宗
数
的
情
操
を
滴
足
せ
ん
と
熱
中
せ
る
も
の
は
、
監
督
と
数
會
と
に
望
と
絶
ち
、
批
を
避
け

て
修
道
院
を
建
立
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。
修
道
僧
は
世
を
棄
て
た
と
は
云
ふ
け
れ
ど
も
、
本
来

0

0

0

0

0

 

0
 
0
 
0
 
0
 
0

0

0

 

は
物
質
界
や
政
治
界
其
者
を
厭
ふ
た
と
云
ふ
よ
り
も
．
宗
数
家
が
俗
化
す
る
と
厭
ふ
た
の
で
あ
る
、

是

は

修

道

院

に

於

て

古

よ

り

最

も

禁

物

と

為

た

の

が

婦

人

と

監

督

と

に

あ

り

し

を

観

て

も

明

か

に
判
か
る
の
で
あ
る
。
ダ
マ
ス

n

の
モ
＾
ネ

(J"ohannes
D
a
m
u
s
c
e
n
u
s
第

八

世

紀

の

希

服

紳

學

の

大

窒
の
述
作
中
に
は
痛
く
婦
人
を
卑
め
て
「
婦
人
の
善
き
者
に
て
も
男
子
の
縣
き
者
よ
り
は
．
賑
し
」
な

然
ら
ば
婦
人
は
元
末
謳
む
べ
き
か
と
云
ふ
に
、
修
道
僧
は
何
人
も
婦
人

哲

學

研

究

四．

八



茄
督
敬
修
逍
院
の
宗
故
思
想

督
に
衝
る
事
と
な
る
。

其
上
羅
馬
の
監
督
の
勢
力
が
第
四
世
紀
に
於
て
は
未
だ
東
部
に
及
ぶ
ま

ふ。 嫌
謡
せ
ね
の
で
あ
る
。

監
督
に
競
し
て
は
彼
等
は
之
を
謳
ん
だ
の
で
あ
る
。

る
策
士
俗
物
と
し
て
．
牌
た
腿
制
家
、
浅
薄
な
る
形
式
家
と
し
て
之
を
卑
ん
だ
の
で
あ
る
。

道
僧
の
敵
は
婦
人
に
非
ず
し
ィ
＃
寧
ろ
監
督
に
存
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
吾
人
は
修
道
院
の
起

な
ら
ぬ
。

る
に
就
て
至
大
の
原
因
と
な
っ
た
者
は
賞
に
監
督
政
治
と
政
植
と
の
接
獨
で
あ
る
と
云
は
ね
ば

そ
こ
で
修
道
院
の
起
る
の
に
は
第
三
泄
紀
の
末
ま
で
年
月
を
要
し
た
の
で
あ
る
と
思

若
し
修
逍
院
に
於
て
官
僚
主
義
を
厭
ふ
の
な
ら
ば
、
監
督
を
排
す
る
よ
り
も
寧
ろ
羅
馬
法
王
に

抗
す
る
の
が
至
嘗
で
あ
る
と
思
は
る
ヽ
の
に
、
何
故
修
道
僧
等
が
法
王
に
反
到
せ
ぬ
か
と
の
疑
問

が
起
る
で
あ
ら
う
。
是
は
修
逍
院
が
始
め
て
埃
及
に
起
っ
た
の
と
、
今
ー
つ
は
修
道
院
が
羅
馬
に

於
て
法
王
制
の
末
だ
定
ま
ら
ぬ
頃
に
起
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

す
る
者
は
皇
帝
以
外
に
は
誰
も
な
い
。

東
に
於
て
は
凡
て
の
監
督
を
練
轄

故
に
官
僚
式
の
数
會
の
行
政
に
抗
せ
ん
と
せ
ば
勢
ひ
監

で
に
横
大
せ
ぬ
の
は
謡
論
の
事
、
西
部
に
於
て
す
ら
其
勢
力
が
一
般
に
詣
数
會
内
に
浸
潤
し
て
居

12

ら
な
か
っ
た
。
故
に
東
部
に
起
れ
る
修
道
院
が
何
も
法
王
に
反
抗
す
べ
さ
必
要
は
な
い
の
で
あ

四
九

故
に
修

或
は
放
橿
を
弄
し
、
金
樅
と
政
樅
と
に
媚
び

故
に
婦
人
を
修
逍
院
に
入
れ
る
事
も
之
を
許
し
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
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あ
る
。

政
に
干
渉
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

五
0

其
上
羅
馬
法
王
は
グ
レ
ゴ
リ

r
第
一
世
以
来
修
道
院
を
擁
護
し
て
之
を
監
督
の
管
轄
よ
り

引
さ
放
な
し
て
法
王
の
直
轄
と
為
し
た
の
で
あ
る
。

と
し
て
紳
と
親
交
を
得
ん
と
て
精
進
し
た
の
で
あ
る
。

斯
の
如
含
史
的
事
情
あ
る
が
故
に
、
修
道
院
は
官
僚
主
義
を

厭
ひ
た
れ
ど
も
、
官
僚
主
義
の
植
化
た
る
法
王
と
は
互
に
睦
じ
き
奇
観
を
示
し
て
居
る
の
で
あ
る
。

ぶ
＿
監
督
は
数
會
に
根
祗
を
据
え
た
の
に
、
修
逍
僧
は
原
野
に
走
っ
た
。
監
督
は
金
力
を
侍
み
と
し

た
り
し
が
、
修
道
僧
は
清
貧
を
築
ん
だ
。
監
督
は
人
事
の
末
に
戴
眠
し
た
り
し
に
、
修
道
僧
は
超
然

監
督
は
輪
奥
の
美
を
極
め
た
る
殿
堂
と

建
立
し
た
が
、
修
逍
僧
は
岩
窟
を
這
塩
と
選
び
、
己
が
霊
壷
を
祈
鵬
と
瞑
想
と
を
以
て
築
か
ん
と
決

心
し
た
の
で
あ
る
。

さ
れ
ど
若
し
修
道
僧
が
自
力
の
全
能
を
信
ず
が
事
が
出
末
て
、
監
督
と
世
と
を
数
化
し
得
べ
し

と
信
じ
た
な
ら
ば
‘
敢
て
世
を
棄
て
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
が
、
彼
等
に
は
其
程
の
自
信
カ

は
な
か
っ
た
。
故
に
●
泄
を
無
常
の
幻
影
で
あ
る
と
看
傲
し
‘
悪
魔
の
管
轄
置
で
あ
る
と
断
じ
、
世

を
棄
て
た
の
で
あ
る
。
屈
て
消
極
的
の
誠
律
主
義
を
以
て
人
生
観
を
構
成
す
る
に
至
っ
た
の
で

さ
れ
ば
第
四
世
紀
の
頃
世
に
勝
て
ぬ
と
思
へ
る
修
道
僧
は
数
會
を
棄
て
山
野
に
逃
れ
た

れ
ど
も
．
第
十
三
世
紀
に
至
り
て
世
に
勝
て
る
と
の
自
信
力
を
懐
け
る
托
鉢
僧
等
は
世
を
数
化
せ

る。

哲

．

學

研

究

第

五

十

七

撃

而
し
て
寅
際
は
自
ら
も
餘
り
修
道
院
の
内



1297 

で
あ
る
。

基
抒
敬
修
謹
院
の
朱
数
思
想

叉
彼
の
ヨ

如
さ
、
ア
ン
セ
炉
ム
ス

(
A
n
s
e
l
m
u
s

五
一

と
も
善
い
が
、
バ

るc に
驚
く
べ
さ
程
に
著
し
い
。

基

督

数

の

帥

秘

論

者

は

多

く

修

道

院

に

闘

係

の

あ

っ

た

人

々

で

あ

的
の
前
秘
主
義
に
入
ら
ね
は
な
ら
ぬ
。

修

逍

院

に

よ

り

て

軸

秘

思

想

の

鼓

吹

せ

ら

れ

た

る

は

宜

し
て
悦
惚
の
肺
境
に
入
る
べ
さ
門
で
あ
る
。

故
に
消
極
的
の
誡
律
主
義
は
、
絃
に
一
轄
し
て
積
極

節
制
は
愛
に
到
る
べ
き
J

一
階
段
で
あ
り
、
軸
と
瞑
合

一
手
段
に
過
ぎ
ぬ
。

彼
等
は
誡
律
を
守
り
、
世
を
棄
て
、
峻
巌
な
る
訓
練
を
紐
て
、

れ
ど
も
是
と
て
直
接
最
後
の
目
的
で
は
な
い
。

巌

重

な

る

節

制

や

訓

練

は

皆

な

至

高

目

的

に

到

守
る
事
共
自
身
が
彼
等
の
終
極
の
目
的
で
は
な
い
。

彼
等
が
批
を
避
け
ん
こ
と
は
之
を
努
め
た

ん
と
イ

J

市
中
を
巡
回
し
、
今
日
の
所
謂
祗
會
救
済
の
事
業
に
努
苦
す
る
を
厭
は
な
か
っ
た
の
で
あ

第
二
、
紳
秘
主
義

逹
す
べ
さ
為
め
の

紳
と
親
交
を
完
ふ
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

ア
ウ
グ
ス
ラ
ヌ

9

ス
や
た
＇
ー
プ

JV

の
如

3
時
代
を
劃
し
た
り
し
大
宗
数
家
の
事
は
云
は
ず

JV

ナ
JV

ド
(
C
l
a
i
r
v
a
目
の

B
e
r
n
a
r
d

一
千
九
十
一
年
生
一
千
百
五
十
三
年
死
）
の
如
さ
、

サ
ン
ヴ
ヰ
ク
ト

JV

の
フ

9

、コ

i
0
[
u
g
o
 of 

St. 
V
i
c
t
o
r

一
千
九
十
七
年
頃
生
、
一
千
百
四
十
一
年
死
）
の

一
千
三
十
三
年
生
一
千
百
九
年
死
）
の
如
さ
‘
皆
な
修
道
院
出
の
人

＾
ネ
ス
・
ス
コ
ク
ス
・
エ
リ
ゲ
ナ
(Job11,nues・Scotus
E
r
i
g
e
u
a
,
 
八
百
十
五
年
頃
生
）
の

る。

修
逍
僧
は
誡
律
を
厳
守
せ
ん
と
努
力
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
誡
律
を
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何
で
あ
る
か
‘
吾
人
は
之
を
間
は
ざ
る
を
得
ぬ
。

第

五

十

七

緯

如
き
は
、
賞
に
深
奥
な
る
神
秘
思
想
を
詭
い
た
人
で
あ
る
が
、
表
向
き
に
は
何
慮
の
修
道
院
に
も
謁

し

て

居

ら

な

か

っ

た

か

も

知

れ

ね

が

彼

の

生

活

朕

態

よ

り

判

ず

れ

ば

修

道

僧

級

の

入

で

あ

っ

た

。

共
他
ニ
ク
＾

JV

ト

(̂
'Meiser
"
 E
c
k
b
a
i・
ニ
千
二
百
六
十
年
生
、
一
千
三
百
二
十
七
年
死
る
の
如
§
、
ク
ウ

ラ
尼
(
J
o
h
a
n
n
e
s
T
a
n
l
e
r
―
千

ii
一
百
六
十

1

年
死
）
の
如
さ
、
ス

9
(
H
e
n
r
y
S
u
s
o
 1

千
三
百
六
十
六
年
死
）
の

如
さ
、
何
れ
も
ド
ミ
―
ー
ツ
ク
派
の
人
で
あ
る
．
。
フ
ラ
ン
セ
ス
僧
園
は
殊
に
稗
秘
家
を
多
く
出
し
た
。

ア
シ
ジ
の
フ
ラ
ン
セ
ス
は
勿
論
の
事
で
あ
る
が
、
年
ナ
ベ
ン
チ
ユ

9

ラ
(
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
a
宜

名

は

J
o
h
a
,
 

一
千
―
ー
百
六
十
年
頃
生
よ
千
一
1.1

百
八
年
死
す
）
の
如
さ
、
又
、
オ
カ
ッ

千
二
百
八
十
年
頃
生
、
一
千
三
百
四
十
九
年
頃
死
）
の
如
き
は
皆
な
フ
ラ
ン
セ
ス
僧
園
に
属
し
て
居

っ

た

の

で

あ

る

。

基

督

数

が

如

何

に

貧

，

．
恰
も
幽
地
の
如
さ
も
の
で
あ
ら
う
。

弱
に
し
て
浅
薄
な
る
か
、
洵
と
に
驚
か
ざ
る
を
得
ぬ
．
で
あ
ら
う
。
此
等
の
紳
秘
家
な

3
基

督

数

は

形
式
的
の
幽
碑
は
如
何
に
立
派
で
あ
っ
て
も
‘
畢
覚
ず
る
に

死
せ
る
岩
石
に
過
ぎ
ね
．
の
で
あ
る
。

り
て
積
極
的
の
帥
秘
主
義
に
入
ら
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
。

而

し

て

修

道

僧

の

理

想

は

宜

に

消

極

的

の

誡

律

主

義

を

去

然

ら

ば

稗

秘

主

義

の

異

髄

は

果

し

て

椴

9
に

此

等

の

肺

秘

家

を

甚

督

数

よ

b
胴
除
し
見
よ
。

D
uビ
s
S.ctus 

n
n
e
s
 Gic1anza 

哲

一
千
二
百
二
十
一
年
生
、

1

千
―
ー
百
七
十
四
年
死
）
の
如
き
、
ダ
ン

學

研

究

ヌ
・
ス

M
 • 

ク
ス
(
J
o
h
n

ム

(William
o
c
c
a
m
 j 

五
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た。 っ
た
。

親
交
し
得
べ
し
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

と
論
じ
た
。

五

予
輩
は
今
此
短
含
文
に
於
て
紳
秘
主
義
其
者
を
論
ぜ
ん
と
す
る
企
を
為
す
の
で
は
な
い
が
、
唯

．
自
己
の
信
ず
る
所
に
よ

b
て
結
論
の
み
を
述
ぶ
れ
ば
、
紳
秘
論
の
興
髄
は
個
人
が
永
遠
無
窮
の
債

値
た
る
紳
を
直
登
的
に
自
戚
自
得
す
と
云
ふ
事
に
存
す
る
と
思
ふ
。

を
設
朋
す
る
の
餘
白
を
有
し
て
居
ら
ぬ
‘
さ
れ
ど
是
は
紳
秘
論
の
中
心
的
息
想
で
あ
る
．
と
看
傲
し

紳
秘
論
者
は
何
．
時
も
外
的
媒
介
を
須
ゐ
ず
し
て
直
覺
的
に
紳
に

然

る

に

官

僚

式

の

監

督

政

治

は

個

人

と

紳

と

の

交

り

に

は
監
督
及
び
監
督
の
司
と
る
幽
莫
に
従
は
ざ
れ
ば
‘
個
人
は
匝
接
誹
の
恩
寵
を
受
け
得
ら
れ
な
い

修
道
僧
は
斯
る
手
績
を
要
せ
ず
、
子
た
る
人
間
が
父
た
る
詩
に
一
足
飛
び
に
親
交
し

．
得
る
と
両
覺
的
に
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

監
督
政
治
に
反
抗
し
た
の
で
あ
る
。

は
就
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
。

故

に

修

道

僧

は

皆

な

制

度

と

横

力

と

を

媒

介

と

す

る

故

に

最

初

の

修

逍

僧

は

何

れ

も

平

信

徒

で

あ

っ

て

数

職

に

然

り

彼

等

は

衷

心

に

於

て

数

會

の

儀

式

を

司

と

る

を

欲

せ

な

か

彼
等
は
批
捨
人
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
宗
数
い
と
職
と
し
て
之
に
衣
食
し
た
の
で
は
な
か
つ

勿
論
後
に
な

b
て
は
、
例
へ
ば
第
十
二
批
紀
頃
に
な
れ
ば
、
修
遣
僧
に
し
て
数
職
に
就
い
た
者

の
敷
が
邪
し
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
‘
是
は
主
．
と
し
て
世
を
数
化
せ
ん
と
て
或
は
螢
民
に
或
は
貧
民

に
他
道
す
る
に
至
り
て
よ
り
、
便
宜
上
数
職
に
就
い
た
ま
で
の
事
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
本
末
の
索
志

基
督
教
修
逍
院
の
朱
数
思
想

て
大
過
な
か
る
べ
じ
と
息
人
．
o

予

輩

は

不

幸

に

し

て

今

之
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攀

五

十

七

攣是
は
彼
等
が
暫
時
臨
機
應
襲
の
鵬
置
を
取
っ
た
に
過
ぎ
ね
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
修
逍
僧
が
縦
び
数
職
に
就
い
て
も
何
時
も
数
職
中
に
在
り
て
中
位
を
占

u
る
長

老
に
は
な
っ
た
が
、
最
高
級
に
位
す
る
監
督
の
職
と
櫂
能
と
を
有
し
た

9
し
者
は
修
逍
院
史
上
僅

か
に
ク
だ
―
-

9

修
道
院
長
の
み
で
な
か
ら
う
か
と
思
は
れ
る
。
以
て
修
逍
僧
が
幾
何
許

b
稗
人

問
の
交
通
に
官
僚
式
の
手
績
や
媒
介
の
嫌
人
べ
き
を
痛
く
戚
じ
、
何
虞
ま
で
も
民
主
的
た
ら
ん
と

修
道
僧
は
個
人
が
稗
を
自
威
自
得
し
得
る
と
信
じ
た
り
し
故
に
監
督
制
度
の
紳
と
人
と
の
中

間
に
介
在
す
る
を
厭
ふ
た
と
同
様
に
、
亦
論
理
上
の
媒
介
を
も
之
を
斥
け
た
の
で
あ
る
。

所
謂
直
覺
や
啓
蒙
(Illumination)や
悟

b(Intelligence)
は
戚
情
を
胴
除
せ
る
論
理
的
作
用
を
．
指
す
も

彼
等
の
直
覺
は
敢
て
智
力
に
反
す
る
に
あ
ら
ざ
る
も
．
論
理
學
敷
學
的
の
冷
静
な

る
知
識
に
非
ず
し
て
、
心
に
味
ひ
得
る
霊
覺
で
あ
る
。

修
道
院
の
生
活
に
は
此
の
如
含
積
極
的
の
高
尚
な
る
紳
秘
主
義
が
宿
つ
て
居
っ
た
。
故
に
多

輩
に
誡
律
の
み
で
あ
っ
た

な
ら
ば
、
修
道
院
は
宛
然
猶
太
の
律
法
数
の
如
く
な
り
て
、
多
く
の
心
あ
る
人
士
を
之
に
誘
ひ
得
な

く
高
邁
脱
俗
の
畢
者
と
し
て
之
に
入
る
と
能
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。

無
我
の
趣
味
で
あ
る
。

恰
も
美
を
築
み
明
月
を
賞
す
る
時
の
如

g

の
↓
は
な
S
o

苦
心
せ
る
か
を
観
る
べ
き
で
あ
る
。

に
基
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

哲

學

研

完

五
四

彼
等
の
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五
五

し
誡
律
を
以
て
其
生
命
と
為
し
‘
其
中
心
問
題
と
し
た
な
ら
ん
に
は
、
修
道
院
は
是
れ
一
種
の
パ
リ

ナ

イ

派

の

亜

流

と

し

て

宗

数

史

上

に

何

等

の

貢

献

を

も

遺

し

得

な

か

っ

た

で

あ

ら

う
9

第
三
、
個
人
主
義

営
な
り
や
否
や
疑
な
§
に
あ
ら
ね
ど
も
、
他
に
適
営
の
語
あ
る
に
思
ひ
営
ら
ざ
れ
ば
、
今
は
便
宜
上

之
を
用
ゐ
る
の
で
あ
る
。

予
悲
の
個
人
主
義
と
云
ふ
は
第
一
、
修
道
院
の
目
的
が
批
と
救
は
ん
と

す

る

よ

り

も

己

を

救

は

ん

と

す

る

に

あ

る

を

指

す

の

で

あ

る

。

修

道

僧

が

家

族

を

棄

て

ヽ

山

林

に
入
り
た
り
し
は
勿
論
家
族
を
救
は
ん
が
為
め
で
は
な
く
し
て
、
家
族
を
棄
て
、
も
自
己
の
霊
魂

を
救
は
ん
と
志
し
た
が
為
め
で
あ
る

J

か
に
家
族
や
祉
會
を
救
ふ
と
云
ふ
考
が
皆
無
に
し
/
ー
‘
己
を
救
は
ん
と
す
る
に
急
な
り
し
を
推
す

し
、
過
を
改
め
、
信
に
進
み
、
義
に
勇
み
露
程
も
個
善
の
心
と
有
せ
ざ
ら
ん
と
す
る
に
存
す
る
の
で
あ

る
。
勿
論
後
に
な
り
て
は
彼
等
は
時
代
の
要
求
に
迫
ら
れ
て
‘
或
は
螢
族
数
化
の
大
任
に
鴬

9
．又

は
托
鉢
を
為
し
て
祉
會
救
演
に
心
を
用
ゐ
た
け
れ
ど
も
、
是
は
要
す
る
に
修
逍
院
の
本
分
に
島
せ

基
宵
数
修
逍
院
の
宗
歓
思
想

ヽ

と

も

縮

解

の

僻

が

無

い

か

も

知

れ

な

竺

然
れ
ど
も
彼
等
の
長
虞
は
自
己
を
省
み
て
匹
曲
を
正

に
足
る
の
で
あ
る
。

此

貼

よ

り

云

へ

ば

修

道

僧

の

人

生

観

は

利

己

主

義

的

な

b
と
批
評
せ
ら
る

か
っ
た
で
あ
ら
う
。

又
縦
ひ
修
道
院
生
活
が
誡
律
の
み
に
よ
り
て
支
配
せ
ら
れ
ず
、
と
す
る
も
、
若

絃

に

個

人

主

義

と

云

ム

は

予

輩

の

云

は

ん

と

す

る

全

部

を

表

明

す

る

に

適

彼

等

が

獨

身

生

活

を

管

み

て

家

族

を

作

ら

ざ

り

し

は

明
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事
に
な
る
の
で
あ
る
。

ず
し
て
自
然
と
思
は
ざ
る
間
に
生
ぜ
る
副
産
物
(
b
y,
 

p
r
o
d
u
c
t
)
で
あ
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
に
修
道
院
の
理
想
を
評
し
て
個
人
主
義
で
あ
る
と
云
ム
は
自
己
の
霙
魂
を
磨
・
く
を
主
眼

と

し

て

居

る

の

で

事

業

を

為

す

に

熱

中

せ

ざ

る

を

指

す

の

で

あ

る

。

彼

等

は

事

業

よ

り

も

個

人

の
隠
て
自
己
の
、
霊
魂
を
重
ん
じ
た
。
是
は
数
會
の
監
督
等
の
立
場
と
反
到
に
な
っ
て
居
っ
た
。

数

會

の

監

督

等

は

主

と

し

て

民

を

数

化

し

て

堅

固

な

る

数

會

を

述

設

せ

ん

と

て

苦

心

し

た

の

で

故
に
監
督
は
一
面
に
於
て
は
政
治
家
で
あ
り
、
他
面
に
於
て
は
事
業
家
で
あ
っ
た
。

彼
等
は
絶
え
ず
社
會
の
出
来
事
に
注
意
し
、
時
代
精
帥
(
N
e
i
t
 ,
 
g
e
i
s
t
)
 

其
眼
球
は
絶
え
ず
外
に
向
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

の
趨
勢
を
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

然

か

せ

ざ

れ

ば

彼

等

は

機

會

を

逸

す

る

危

事
業
を
為
芯
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
常
に
世
間
に
初
振

b
を
利
か
す
勢
力
家

ゃ
1

世
の
幸
運
兒
と
疎
速
に
成
つ
て
、
は
な
ら
ぬ
。
仕
事
を
成
功
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
‘
衆
人

事
業
家
の
特
色
は
人

を
し
イ
し
自
分
の
方
に
視
線
ク
集
る
や
ぅ
に
自
己
を
廣
告
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

常
に
衆
人
の
協
力
を
仰
ぎ
、
衆
人
の
意
を
迎
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
ふ

を
相
手
に
す
る
事
で
あ
る
。故

に
自
己
内
省
と
云
ふ
事
は
彼
等
に
到
つ
て
困
難
と
な
る
。

め
に
信
仰
を
主
張
し
、
其
理
の
為
め
に
其
理
を
窮
明
し
‘
學
問
の
為
め
に
學
問
を
為
す
と
云
ふ
純
白

無
二
の
誠
宜
は
之
を
維
持
す
る
に
於
て
云
ふ
べ
か
ら
ざ
る
の
困
難
を
戚
ず
る
の
で
あ
る
。

除
に
陥
る
の
で
あ
る
。

あ
る
。

哲

學

研

究

第

五

十

七

戟

五
六

然
る

信
仰
の
為

故
に
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3
れ
ど
彼
等
は
斯
る
事
業
を
為
し
た
れ
ば
と
て
‘
之
よ
り
利
盆
を
得
ん
と
し
た
の
で
は
な

勿
論
之
を
得
た
る
に
相
違
な
け
れ
ど
ぷ
爺
孟
等
の
目
指
す
所
は
政
治
家
や
宜
業
家
や
賓
利
論

者
や
の
志
す
所
と
異
な

9
、
事
業
の
成
功
を
目
的
と
せ
ず
し
て
此
等
の
．
事
業
に
由
り
て
自
己
を
鍛

錬
し
．
之
に
よ
て
一
層
親
密
に
紳
に
交
は
り
、
紳
と
融
合
し
て
自
己
の
救
を
完
ふ
せ
ん
と
す
る
に
心

を
用
ゐ
た
の
で
あ
っ
だ
。

以
上
は
予
輩
の
観
た
る
修
道
院
の
宗
数
思
想
で
あ
る
。

§
や
。

修
道
院
の
歴
史
は
之
を
贈
黒
の
一
面
よ
り
判
ず
れ
ば
｀
以
上
の
一
＝
主
義
に
遠
ざ
か
る
も
の

少
し
と
せ
な
い
。
予
輩
は
此
暗
黒
面
を
知
ら
ざ
る
に
非
ざ
れ
ど
猷
修
道
院
の
理
想
を
知
ら
ん
が

為
め
に
は
暗
黒
面
の
多
く
は
無
用
に
属
す
る
を
以
て
、
今
は
之
を
述
べ
ね
事
に
し
た
の
で
あ
る
。

基
督
数
修
逍
院
の
宗
数
思
想

V> 
.o 

め
た
。

五七

に
修
逍
僧
は
自
己
の
霙
魂
を
磨
く
の
が
主
眼
で
あ
る
か
ら
、
祉
會
と
利
用
し
て
事
を
為

n
ん
と
す

る
氣
は
毛
・
頭
も
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
其
の
説
く
所
が
迂
遠
に
成
り
易
．
い
。
而
か
も
従
等
は
之

を
説
さ
て
個
人
の
霊
魂
の
如
何
な
る
事
業
よ

9
も
奪
貴
な
る
事
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
の

観
る
所
に
握
れ
ば
個
人
の
霊
魂
の
尊
貴
な
る
は
事
業
を
成
就
し
得
る
が
故
に
然
る
の
で
は
な
い
。

詢
と
に
個
人
の
衷
に
至
高
債
値
た
る
精
紳
が
内
在
す
る
が
為
め
に
然
る
の
で
あ
る
。
彼
は
螢
地

を
開
墾
し
｀
農
業
を
奨
励
し
、
大
學
を
創
殷
し
•
以
て
西
北
欧
の
諸
國
を
大
な
る
恩
窓
の
下
に
溶
せ
し

此
思
想
に
は
果
し
て
永
速
の
具
理
な
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稿
了
）

之
を
全
く
愚
者
の
徒
芳
と
の
み
看
傲
し
難
さ
に
は
非
ざ
る
か
。

夜

欧

洲

に

於

て

千

有

餘

年

間

文

化

の

源

泉

の

一
と
な

b
し
修
逍
院
の
宗
数
思
想
と
研
究
す
る
も
‘
亦

る。 ぃ。

第

五

十

七

臨

人

多

く

は

誡

律

主

義

の

消

極

的

な

る

と

好

ま

な

而

し

て

帥

秘

主

義

は

凡

人

の

之

を

學

ば

ん

が

為

め

に

は

甚

だ

し

く

高

遠

な

る

に

過

き

て

居

絃
に
所
謂
個
人
主
義
と
云
人
者
も
賞
務
に
は
迂
濶
極
ま
つ
て
居
る
と
思
は
る
ヽ
で
あ
ら
う
。

而
か
も
人
間
は
．
＾
ン
の
み
に
て
生
る
者
に
非
ず
と
せ
ば
、
今
の
世
に
於
て
修
道
院
の
理
想
、
面
か
も

（
大
正
九
年
十
一
八
月
日

惟
ふ
に
現
今
の
思
潮
は
修
道
院
的
で
は
な
い
。

哲

學

研

究

五
八


