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本
稿
は
、『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
中
世
シ
ト
ー
会
の
修
練
者
生
活
指
導
書
の
解
説
、
お
よ
び
、
そ
の
全
文
の
和
文
試
訳
で
あ
る
。
前
半
の

解
説
で
は
、
研
究
者
た
ち
の
あ
い
だ
で
も
ま
だ
あ
ま
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
作
品
が
中
世
シ
ト
ー
会
の
発
展
に
果

た
し
た
で
あ
ろ
う
役
割
に
つ
い
て
論
じ
る
と
と
も
に
、『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
作
品
を
今
日
に
伝
え
る
写
本
が
再
発
見
さ
れ
た
過
程
と
、『
修

練
者
の
鏡
』
の
著
者
に
関
す
る
問
題
を
ま
と
め
、
最
後
に
『
修
練
者
の
鏡
』
本
文
の
構
成
と
内
容
の
特
徴
を
述
べ
る
。
後
半
に
は
、『
修
練
者

の
鏡
』
を
和
文
試
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
の
凡
例
と
、
二
十
五
の
章
か
ら
な
る
『
修
練
者
の
鏡
』
全
文
の
翻
訳
を
収
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
試

訳
に
は
、
近
年
慶
應
義
塾
図
書
館
で
発
見
さ
れ
た
『
修
練
者
の
鏡
』
の
序
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。

修
練
者
生
活
指
導
が
シ
ト
ー
会
の
発
展
に
果
た
し
た
役
割

　

中
世
に
お
け
る
シ
ト
ー
修
道
会
の
特
徴
の
ひ
と
つ
は
、
設
立
後
き
わ
め
て
短
期
間
の
う
ち
に
急
速
な
成
長
を
と
げ
、
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
に
ア
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イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
東
欧
に
ま
で
お
よ
ぶ
広
大
な
地
域
に
急
激
に
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
成
長
と
発
展
の
理
由
と
し
て
こ
れ
ま
で

研
究
者
た
ち
は
、
清
貧
と
禁
欲
を
強
調
し
た
禁
欲
的
な
生
活
様
式
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
の
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
、
会
全
体

の
規
律
と
風
紀
を
維
持
す
る
た
め
大
修
道
院
長
た
ち
に
よ
っ
て
毎
年
欠
か
さ
ず
行
わ
れ
る
総
会
や
子
院
へ
の
巡
察
な
ど
の
制
度
、
積
極
的
な
経

済
活
動
を
実
施
す
る
た
め
の
助
修
士
制
度
の
活
用
、
な
ど
を
指
摘
し
て
き
た
。

　

し
か
し
、こ
こ
に
も
う
ひ
と
つ
、中
世
シ
ト
ー
会
の
成
長
と
発
展
を
支
え
た
要
因
と
し
て
注
目
す
べ
き
事
柄
が
あ
る
。
そ
れ
は
、中
世
シ
ト
ー

会
の
修
道
院
内
で
行
わ
れ
て
い
た
、
修
練
者novicius, novitius

た
ち
に
対
す
る
実
践
的
で
配
慮
の
行
き
届
い
た
生
活
指
導
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
修
道
会
が
発
展
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
修
道
会
の
修
道
者
に
な
ろ
う
と
い
う
人
材
が
十
分
に
確
保
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
出
産
や
婚
姻
に
よ
っ
て
共
同
体
の
後
継
者
を
確
保
す
る
と
い
う
手
立
て
を
持
た
な
い
修
道
会
は
、
将
来
修
道
会
を
担
う
役
目
を
果
た
す
修

練
者
た
ち
を
一
人
前
の
修
道
者
に
育
て
あ
げ
な
け
れ
ば
、
現
役
の
修
道
者
た
ち
の
死
な
い
し
は
会
か
ら
の
放
逐
に
よ
っ
て
自
然
消
滅
し
て
し
ま

う
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
修
道
会
は
現
代
の
大
学
や
会
社
に
似
て
い
る
。
優
秀
な
人
材
を
確
保
し
育
成
し
つ
づ
け
な
け
れ
ば
大
学
や
会
社
は

共
同
体
と
し
て
の
死
を
迎
え
る
。
だ
か
ら
、
大
学
や
会
社
は
つ
ね
に
人
材
確
保
と
育
成
の
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
い
る
。

　

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
中
世
の
修
道
会
も
ま
た
、
修
練
者
を
集
め
て
彼
ら
を
立
派
な
修
道
者
に
育
て
て
ゆ
く
た
め
の
努
力
を
怠
ら
な
か
っ
た

は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
修
道
会
の
成
長
と
発
展
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
シ
ト
ー
会
が
き
わ
め
て
短
期
間
に
急

激
な
成
長
と
発
展
を
と
げ
る
こ
と
が
で
き
た
背
景
に
も
ま
た
、修
練
者
た
ち
が
比
較
的
容
易
に
シ
ト
ー
会
で
の
新
し
い
生
活
様
式
を
受
け
入
れ
、

馴
染
み
、さ
ら
に
そ
う
し
た
生
活
を
長
期
間
続
け
て
ゆ
く
こ
と
を
苦
痛
と
感
じ
ず
に
済
む
た
め
の
巧
み
な
生
活
指
導
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
考
え
を
裏
づ
け
る
よ
う
に
、
中
世
シ
ト
ー
会
文
献
の
な
か
に
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
戒
律
』
の
ほ
か
に
、
修
練
者
の
た
め
に
特
別
に

編
纂
さ
れ
た
非
常
に
実
践
的
で
細
か
な
気
配
り
が
な
さ
れ
た
生
活
指
導
書
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、『
修
練
者
の
鏡
』Speculum

 novitii

と

呼
ば
れ
て
い
る

（
１
）。

こ
の
『
修
練
者
の
鏡
』
を
紐
解
い
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
修
道
院
で
新
た
に
共
同
生
活
を
始
め
た
若
者
た
ち
が
直
面
す
る

さ
ま
ざ
ま
な
問
題
と
そ
の
対
処
法
が
、
じ
つ
に
具
体
的
に
、
ま
た
赤
裸
々
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
出
さ
れ
た
食
事
を
食
べ
き
れ
な
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い
と
き
、
ど
う
す
る
か
。
な
か
な
か
眠
れ
な
い
と
き
、
ど
う
す
る
か
。
夢
精
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
翌
朝
ど
う
す
る
か
、
等
々
。
こ
れ
ら
い
か
に

も
青
少
年
の
共
同
生
活
で
起
こ
り
そ
う
な
一
般
的
諸
問
題（

２
）の

ほ
か
に
、
も
ち
ろ
ん
修
道
院
な
ら
で
は
と
い
う
問
題
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
た
と

え
ば
、
告
白
の
と
き
、
何
を
ど
こ
ま
で
詳
細
に
打
ち
明
け
る
べ
き
か
。
祈
る
と
き
、
視
線
は
ど
こ
に
向
け
る
べ
き
か
。
瞑
想
す
る
と
き
、
イ
エ

ス
や
聖
母
マ
リ
ア
の
こ
と
を
ど
の
順
番
で
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
等
々
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
修
練
者
の
鏡
』
に
記
さ
れ
て
い
る
諸
問
題
は
、
あ
る
も
の
は
修
道
院
に
か
ぎ
ら
ず
ど
こ
で
で
も
起
こ
り
う
る
一
般
的
な
問

題
で
あ
り
、
ま
た
あ
る
も
の
は
修
道
院
と
い
う
環
境
だ
か
ら
こ
そ
起
こ
り
う
る
特
殊
な
問
題
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
ど
れ
に
も
共
通
し
て
言
え

る
こ
と
は
、
そ
の
問
題
と
対
処
法
が
単
な
る
理
想
論
や
精
神
論
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
日
常
的
で
現
実
的
か
つ
実
際
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
修
練
者
生
活
指
導
書
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
。

　

冒
頭
で
も
言
及
し
た
、
清
貧
を
強
調
す
る
シ
ト
ー
会
の
禁
欲
的
な
思
想
お
よ
び
生
活
様
式
と
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
代
表
さ
れ

る
シ
ト
ー
会
指
導
者
た
ち
の
カ
リ
ス
マ
性
は
、
た
し
か
に
シ
ト
ー
会
の
外
に
い
る
人
々
を
お
お
い
に
魅
了
し
、
経
済
的
安
定
と
安
全
な
生
活
と

が
保
障
さ
れ
る
と
い
う
シ
ト
ー
会
修
道
院
生
活
の
魅
力
と
と
も
に
、
修
練
者
の
獲
得
に
大
き
く
貢
献
し
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の

要
因
が
修
道
院
の
外
の
人
々
に
示
し
た
の
は
、
シ
ト
ー
会
の
「
理
想
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
員
に
な
っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
修
練
者
た
ち
自
身

の
「
現
実
」
で
は
な
か
っ
た
。

　

シ
ト
ー
会
修
道
者
と
な
る
こ
と
を
希
望
し
た
人
々
が
、
ど
ん
な
に
シ
ト
ー
会
の
思
想
に
共
感
し
、
ど
ん
な
に
シ
ト
ー
会
の
指
導
者
た
ち
に
あ

こ
が
れ
た
と
し
て
も
、
彼
ら
の
多
く
は
最
初
か
ら
修
道
者
と
し
て
の
知
識
と
資
質
と
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
し
て
や
聖
人
の
よ

う
な
人
物
だ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
熱
意
と
期
待
を
抱
い
て
修
道
院
に
入
り
修
練
者
と
な
っ
た
と
た
ん
、
彼
ら
は
各
種
の
慣
れ
な
い
生
活
習
慣

と
、
規
則
正
し
く
繰
り
返
さ
れ
続
け
る
厳
格
な
聖
務
日
課
、
ま
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
戒
律
・
慣
習
に
接
し
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
困
難
さ

を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
の
自
分
自
身
と
理
想
の
シ
ト
ー
会
修
道
者
像
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
隔
た
り
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
そ
の
隔
た
り
を
乗
り
越
え
よ
う
と
努
め
、
修
道
院
の
そ
と
の
人
間
か
ら
修
道
院
の
な
か
の
人
間
へ
と
自
分
自
身
を
変
化
さ
せ
、
自
身
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を
修
道
院
生
活
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
初
め
て
、
人
は
よ
う
や
く
修
練
者
と
い
う
曖
昧
で
境
界
的
な
身
分
か
ら
抜
け
出
し
て
、
正
式
に

修
道
者
と
い
う
身
分
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
は
、
多
く
の
人
々
が
世
襲
的
な
身
分
を
甘
ん
じ
て
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
中

世
社
会
に
お
い
て
、
修
道
者
と
い
う
新
た
な
身
分
を
獲
得
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
一
種
の
試
練
で
あ
り
儀
式
で
あ
っ
た

（
３
）。

　

そ
し
て
、
修
練
者
た
ち
が
隔
た
り
を
乗
り
越
え
て
修
道
者
と
な
る
こ
と
は
、
修
道
会
と
い
う
共
同
体
を
維
持
し
た
い
と
考
え
る
修
道
者
た
ち
、

あ
る
い
は
維
持
す
る
だ
け
で
な
く
い
っ
そ
う
発
展
さ
せ
た
い
と
考
え
る
修
道
者
た
ち
に
と
っ
て
も
必
要
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
禁

欲
的
な
生
活
と
カ
リ
ス
マ
的
な
指
導
者
た
ち
の
お
か
げ
で
多
く
の
修
練
者
た
ち
が
獲
得
で
き
て
も
、
正
式
な
修
道
者
と
な
る
前
に
彼
ら
が
修
道

院
を
立
ち
去
っ
て
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
な
い
。
修
練
者
た
ち
を
修
道
院
の
内
側
に
引
き
止
め
、
一
人
前
の
修
道
者
へ
と
育
成
し
て
ゆ
く
こ
と

は
、
修
練
者
の
獲
得
と
同
じ
く
ら
い
、
修
道
会
の
維
持
と
発
展
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
。

　

で
は
、
爆
発
的
に
修
道
者
数
が
増
加
し
た
中
世
、
シ
ト
ー
会
は
実
際
に
ど
う
や
っ
て
、
修
練
者
た
ち
が
直
面
し
た
理
想
と
現
実
と
の
隔
た
り

を
埋
め
て
い
っ
た
の
か
。
そ
の
答
え
の
ひ
と
つ
が
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
よ
う
な
修
練
者
生
活
指
導
書
の
存
在
で
あ
り
、
修
練
期
に
起
こ
り
う

る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
赤
裸
々
に
と
り
あ
げ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
具
体
的
な
解
決
法
を
解
説
す
る
と
い
う
見
栄
を
は
ら
な
い
正
直
な
内
容
で
あ

り
、
そ
の
根
底
に
あ
る
、
修
練
者
の
失
敗
を
温
か
い
目
で
受
け
入
れ
よ
う
と
い
う
当
時
の
修
道
者
た
ち
の
寛
容
な
覚
悟
で
あ
る
、
と
著
者
は
考

え
て
い
る
。

　
『
修
練
者
の
鏡
』
の
全
文
和
訳
は
本
稿
の
後
半
で
紹
介
す
る
が
、
本
稿
の
読
者
は
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
作
者
（
あ
る
い
は
作
者
た
ち
）
が
、

当
時
の
修
練
者
た
ち
が
直
面
し
て
い
た
諸
問
題―

そ
れ
は
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
作
者
（
あ
る
い
は
作
者
た
ち
）
が
自
ら
の
修
練
期
に
実
際
に

体
験
し
た
り
仲
間
か
ら
見
聞
き
し
た
り
し
た
問
題
で
も
あ
る―

を
、
い
か
に
正
直
か
つ
具
体
的
に
修
練
者
た
ち
に
打
ち
明
け
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
上
長
者
と
し
て
の
見
栄
な
ど
存
在
し
な
い
。
自
分
た
ち
が
修
練
期
に
体
験
し
て
苦
労
し
た
日
常
的

な
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
、
お
そ
ら
く
先
輩
の
修
道
者
た
ち
か
ら
注
意
さ
れ
た
り
解
決
策
に
つ
い
て
助
言
を
う
け
た
り
し
た
で
あ
ろ
う
各
種
の
問
題

が
、
赤
裸
々
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。『
修
練
者
の
鏡
』
は
、
先
輩
で
あ
る
修
道
者
た
ち
が
修
道
院
内
で
犯
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
罪
の
告
白
の
書
で
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も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
修
練
者
た
ち
は
、
上
長
者
た
ち
が
自
分
た
ち
と
同
じ
よ
う
な
問
題
に
か
つ
て
は
悩
ま

さ
れ
、
し
か
し
そ
れ
を
克
服
で
き
て
無
事
に
修
道
者
と
な
れ
た
と
い
う
事
実
に
触
れ
て
、
大
い
に
安
堵
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
『
修
練
者
の
鏡
』
は
、
た
だ
理
想
の
修
道
者
像
ば
か
り
を
説
く
の
で
は
な
く
、
生
身
の
人
間
の
弱
さ
を
認
め
た
う
え
で
、
自
分
た
ち
は
こ
れ

ま
で
ど
の
よ
う
な
失
敗
を
し
て
き
て
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
克
服
し
て
き
た
の
か
を
、
修
練
者
た
ち
に
正
直
に
説
い
て
い
る
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
中
世
シ
ト
ー
会
の
修
道
者
た
ち
は
、
後
続
の
者
た
ち
が
同
じ
失
敗
を
繰
り
返
す
こ
と
を
防
ぐ
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
ら
が
同
じ

失
敗
を
繰
り
返
し
た
と
き
に
必
要
以
上
に
自
分
を
責
め
ず
に
そ
れ
を
容
易
に
克
服
す
る
方
法
を
教
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
修
練
者
の
鏡
』
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
修
練
者
に
対
す
る
正
直
で
寛
容
な
指
導
の
あ
り
方
こ
そ
が
、
中
世
シ
ト
ー
会
が
修
練
者
の
獲
得
と
育

成
に
成
功
し
た
秘
訣
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
修
練
者
の
育
成
に
お
け
る
成
功
な
く
し
て
、
シ
ト
ー
会
は
修
道
者
数
の
確
保
を
基
礎

と
す
る
会
の
発
展
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
修
練
者
の
鏡
』
の
再
発
見

　

修
練
者
に
対
す
る
生
活
指
導
が
修
道
会
の
維
持
と
発
展
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、ま
た
『
修
練
者
の
鏡
』
が
中
世
シ
ト
ー

会
の
修
練
者
育
成
の
あ
り
方
を
反
映
し
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
中
世

シ
ト
ー
会
史
研
究
者
た
ち
は
『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
中
世
シ
ト
ー
会
の
修
練
者
生
活
指
導
書
に
ほ
と
ん
ど
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
。

　

実
際
、
二
十
世
紀
に
お
い
て
『
修
練
者
の
鏡
』
を
本
格
的
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
ミ
ッ
カ
ー
ス
に
よ
る
「『
修
練
者
の
鏡
』

未
刊
行
テ
ク
ス
ト
」（
一
九
四
六
年（

４
））

と
い
う
論
文
と
、『
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
著
作
集
』（
一
九
八
四
年（

５
））

だ
け
で
あ
る
。

　
「『
修
練
者
の
鏡
』
未
刊
行
テ
ク
ス
ト
」
は
『
修
練
者
の
鏡
』
の
存
在
を
初
め
て
近
代
の
シ
ト
ー
会
史
研
究
者
た
ち
に
知
ら
し
め
た
論
文
で
あ

る
。
ミ
ッ
カ
ー
ス
は
こ
の
論
文
の
な
か
で
、
現
存
す
る
『
修
練
者
の
鏡
』
の
四
つ
の
史
料
を
本
文
校
合
す
る
と
と
も
に
、『
修
練
者
の
鏡
』
で
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使
用
さ
れ
て
い
る
フ
レ
ー
ズ
や
内
容
が
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ンStephen of Saw

ley

の
『
三
つ
の
霊
操
』
や
『
聖
母
の
喜
び
に
つ
い
て
の

瞑
想
』
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
は
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、『
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
著
作
集
』
は
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
翻
刻
し
た
中
世
シ
ト
ー
会
の
四
作
品
を
ジ
ェ
レ
マ
イ
ア
・
オ
サ
リ
バ

ン
が
英
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
お
い
て
編
者
ビ
ー
ド
・
ラ
ッ
ク
ナ
ー
は
『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
を
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と

す
る
ミ
ッ
カ
ー
ス
の
説
は
歴
史
的
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
説
を
も
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
こ
と
も
認

め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
著
作
集
は
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
校
合
し
た
『
修
練
者
の
鏡
』
を
そ
の
ま
ま
英
文
翻
訳
の
底
本
と
し
て
お
り
、
ミ
ッ
カ
ー
ス

の
翻
刻
に
対
し
て
は
特
に
文
献
学
的
批
判
を
加
え
て
い
な
い
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
修
練
者
の
鏡
』
が
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
第
一
に
、
修
練
者
が
修
道
会
と
そ
の
外
側
と
の
境
界
に
位
置
す
る
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
修
道
会
史
研
究
で
は
周
辺
的
な
テ
ー
マ
と
み
な

さ
れ
て
き
た
た
め
。
第
二
に
、
こ
れ
ま
で
『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
、
中
世
シ
ト
ー

会
史
に
お
い
て
特
に
傑
出
し
た
存
在
で
は
な
か
っ
た
た
め
。
そ
し
て
第
三
に
、
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
提
示
し
た
『
修
練
者
の
鏡
』
の
本
文
や
著
者
に

関
す
る
主
張
を
批
判
す
る
た
め
の
史
料
が
不
足
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
が
あ
え
て
『
修
練
者
の
鏡
』
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、

二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
、
こ
う
し
た
状
況
を
打
破
す
る
可
能
性
を
秘
め
た
新
た
な
史
料
が
発
見
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

　

二
〇
〇
二
年
、
ニ
ー
ル
・
マ
ク
リ
ン
と
著
者
が
慶
應
義
塾
図
書
館
で
中
世
盛
期
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
シ
ト
ー
会
で
制
作
さ
れ
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
説
教
集
を
閲
覧
し
て
い
た
と
き
、
そ
の
写
本
の
見
返
し（

６
）に

何
が
書
か
れ
て
い
る
か
調
査
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た

（
７
）。

い
く
つ
か

の
文
章
を
書
き
と
っ
て
、
ミ
ー
ニ
ュ
の
『
ラ
テ
ン
教
父
著
作
集
』CD

-RO
M

で
検
索
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
の

著
作
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
修
道
生
活
に
つ
い
て
の
文
書
』
と
題
さ
れ
た
作
品
が
ヒ
ッ
ト
し
た

（
８
）。

そ
こ
で
こ
の
見
返
し
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い

て
本
格
的
な
調
査
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
英
国
中
世
修
道
院
写
本
研
究
者
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ベ
ル
博
士
の
協
力
も
あ
っ
て
、
ミ
ー
ニ
ュ
の
『
ラ
テ

ン
教
父
著
作
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
修
道
生
活
に
つ
い
て
の
文
書
』
は
、
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
『
修
練
者
の
鏡
』
の
本
文
校
合
を
行
う
と
き
に
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と
り
あ
げ
た
四
つ
の
史
料
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
が
ま
も
な
く
判
明
し
た
（
図
１
）。

　

し
か
も
、
こ
の
慶
應
写
本
の
見
返
し
は
、
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
調
査
し
た
四
つ
の
史
料
よ
り
も
年
代
が
古
か
っ
た
。
罫
線
の
上
か
ら
文
字
を
書
き

始
め
る
と
い
う
そ
の
書
写
様
式
は
、
そ
こ
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
十
三
世
紀
末
以
前
に
書
か
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
（
図
２（

９
））

し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
系
プ
ロ
ト
・
ゴ
シ
ッ
ク
様
式
の
書
体
は
、
こ
の
見
返
し
に
『
修
練
者
の
鏡
』
の
書
か
れ
た
時
期
が
十
一
世
紀
末
か
ら
十
三

世
紀
中
葉
の
あ
い
だ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た

）
（（
（

。
そ
し
て
、
ホ
イ
ラ
ン
ド
の
ギ
ル
バ
ー
ト
の
『
雅
歌
に
つ
い
て
』（
一
一
五
三
年
頃
以
降
か

ら
執
筆
開
始
）
が
本
文
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
（
第
十
六
章
）、
一
一
五
三
年
頃
以
降
に
こ
の
見
返
し
に
『
修
練
者
の
鏡
』
が
書
写
さ

れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
慶
應
写
本
の
『
修
練
者
の
鏡
』
は
一
一
五
三
年
頃
以
降
、
す
な
わ
ち
十
二
世
紀
中
葉

か
ら
十
三
世
紀
中
葉
の
あ
い
だ
に
そ
の
見
返
し
に
書
写
さ
れ
た
も
の
だ
と
推
定
さ
れ
た
。

　

ミ
ッ
カ
ー
ス
が
「『
修
練
者
の
鏡
』
未
刊
行
テ
ク
ス
ト
」
で
取
り
上
げ
た
四
つ
の
現
存
文
献
、
す
な
わ
ち
、
マ
ザ
ラ
ン
図
書
館
六
四
六
（
八

六
二
）
写
本
（
一
三
九
九
年
）、
サ
ン
＝
ジ
ュ
ヌ
ヴ
ィ
エ
ー
ヴ
図
書
館
一
六
四
八
写
本
（
十
四
世
紀
末
‐
一
五
世
紀
初
め
）、
ミ
ー
ニ
ュ
の
『
ラ

テ
ン
教
父
著
作
集
』
一
八
四
巻
一
一
七
七
‐
一
一
八
二
（
底
本
と
し
た
の
は
一
五
一
五
年
の
写
本
）、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
王
立
図
書
館
二
七
二
四

‐
三
九
写
本
（
一
五
四
〇
年
）
は
、
十
四
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
前
半
に
か
け
て
成
立
し
て
い
る
。
慶
應
義
塾
図
書
館
で
発
見
さ
れ
た
『
修
練

者
の
鏡
』
は
、
こ
れ
ら
よ
り
も
百
年
以
上
前
に
書
写
さ
れ
た
、
現
存
す
る
『
修
練
者
の
鏡
』
写
本
の
な
か
で
最
古
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
と
す
る
ミ
ッ
カ
ー
ス
の
主
張
に
は
、
じ
つ
は
問
題
が
あ
る
。
と
い
う
の

も
、ミ
ッ
カ
ー
ス
は
そ
の
主
な
根
拠
と
し
て
、『
修
練
者
の
鏡
』
で
使
用
さ
れ
て
い
る
フ
レ
ー
ズ
が
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
他
の
著
作―

『
三

つ
の
霊
操
』
や
『
聖
母
の
喜
び
に
つ
い
て
の
瞑
想
』―

で
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
類
似
し
て
い
る
点
を
あ
げ
て
い
る
の
だ
が
、
他
の
著
者
の

作
品
で
使
用
さ
れ
て
い
る
文
章
や
フ
レ
ー
ズ
を
、
典
拠
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
は
、
中
世
で
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
複
数
の
作
品
中
の
フ
レ
ー
ズ
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
同
一
の
著
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
こ
と
の
証
拠
と
し
て

は
い
さ
さ
か
脆
弱
な
の
で
あ
る
。
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図
１
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冒
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図
２

　『
修
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大
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『
修
練
者
の
鏡
』
に
は
、
た
し
か
に
『
三
つ
の
霊
操
』
や
『
聖
母
の
喜
び
に
つ
い
て
の
瞑
想
』
と
類
似
し
た
フ
レ
ー
ズ
が
登
場
す
る
。
だ
が
、

『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
と
『
三
つ
の
霊
操
』
や
『
聖
母
の
喜
び
に
つ
い
て
の
瞑
想
』
の
著
者
は
別
人
で
あ
り
、
一
方
が
他
方
の
作
品
か
ら
強

い
影
響
を
受
け
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
い
は
、
両
者
と
も
に
同
一
の
第
三
者
の
作
品
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
の
で
、
十
四
世
紀
末
以
降
の
現
存
史
料
だ
け
を
扱
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
類
似
性
を
根
拠
と
し
て
展
開
さ
れ

た
ミ
ッ
カ
ー
ス
の
論
説
だ
け
で
は
、『
修
練
者
の
鏡
』
が
果
た
し
て
本
当
に
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
活
躍
し
た
時
代
に
成
立
し
て
い
た
の

か
ど
う
か
さ
え
、
こ
れ
ま
で
は
か
な
り
疑
問
の
余
地
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
慶
應
義
塾
図
書
館
か
ら
『
修
練
者
の
鏡
』
の
現
存
最
古
写
本
が
発

見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、『
修
練
者
の
鏡
』
が
遅
く
と
も
十
二
世
紀
中
葉
か
ら
十
三
世
紀
中
葉
の
い
ず
れ
か
の
時
期
に
は
存
在
し
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
遅
く
と
も
十
三
世
紀
中
葉
ま
で
に
は
『
修
練
者
の
鏡
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
修
練

者
た
ち
へ
の
生
活
指
導
が
シ
ト
ー
会
修
道
院
内
で
実
施
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
推
察
が
成
り
立
つ
よ
う
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
は
誰
か

　

慶
應
義
塾
図
書
館
か
ら
最
古
の
『
修
練
者
の
鏡
』
写
本
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
作
品
が
遅
く
と
も
十
二
世

紀
中
葉
か
ら
十
三
世
紀
中
葉
の
あ
い
だ
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
既
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
。し
か
し
、『
修
練
者
の
鏡
』

の
本
文
に
は
、
著
者
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
具
体
的
な
情
報
が
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
作
品
が
最
初
に
執
筆
さ
れ
た
の
が
、
い
つ
、

ど
こ
で
、誰
に
よ
る
の
か
、そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
に
議
論
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。『
修
練
者
の
鏡
』の
著
者
は
誰
な
の
か
。
ミ
ッ

カ
ー
ス
が
主
張
す
る
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
説
を
い
ま
い
ち
ど
検
討
す
る
と
と
も
に
、
近
年
の
発
見
に
よ
っ
て
新
た
に
浮
上
し
て
き
た
も
う

ひ
と
り
の
人
物
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
多
く
の
シ
ト
ー
会
史
研
究
者
た
ち
は
、
ミ
ッ
カ
ー
ス
の
主
張
を
受
け
入
れ
て
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
は
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
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ヴ
ン
で
あ
る
と
考
え
て
き
た
。
た
し
か
に
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
経
歴
は
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　

彼
が
ど
の
よ
う
な
出
自
で
、
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
た
の
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
イ
ー
ト
ン
で
生
ま
れ
た
彼
は
、

同
じ
く
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
に
あ
る
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
ズ
大
修
道
院
の
修
練
者
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
二
一
五
年
以
降
に
は

フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
ズ
大
修
道
院
の
衣
食
住
す
べ
て
を
管
理
す
る
重
職
で
あ
る
総
務
長
と
な
り
、一
二
二
三
年
に
は
さ
ら
に
、ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
の
ソ
ー

リ
大
修
道
院
の
大
修
道
院
長
に
選
出
さ
れ
た
。
一
二
三
四
年
に
は
ソ
ー
リ
大
修
道
院
の
母
修
道
院
に
あ
た
る
ノ
ー
サ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
の
ニ
ュ
ー

ミ
ン
ス
タ
ー
大
修
道
院
の
大
修
道
院
長
に
選
出
さ
れ
、
一
二
四
七
年
に
は
、
ニ
ュ
ー
ミ
ン
ス
タ
ー
大
修
道
院
の
母
修
道
院
で
あ
る
フ
ァ
ウ
ン
テ

ン
ズ
大
修
道
院
の
大
修
道
院
長
に
選
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、一
二
五
二
年
、フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
ズ
大
修
道
院
の
娘
修
道
院
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ヴ
ォ
ー

デ
ィ
大
修
道
院
を
訪
問
中
に
死
亡
す
る
ま
で
、
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
ズ
大
修
道
院
長
と
い
う
要
職
を
務
め
つ
づ
け
る
。
当
時
の
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
ズ
大

修
道
院
は
リ
ー
ヴ
ォ
ー
大
修
道
院
と
並
ぶ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
シ
ト
ー
会
中
心
地
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
そ
の
大
修
道
院
長
に
選
出
さ
れ
た

こ
と
は
、
彼
が
修
道
院
の
指
導
者
と
し
て
の
才
覚
を
も
ち
、
人
望
も
厚
か
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
複
数
の
大
修
道
院
長
を
歴
任
し
、
最
後
に
は
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
ズ
大
修
道
院
長
に
ま
で
就
任
し
た
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、

修
練
者
た
ち
の
た
め
の
指
導
書
を
編
纂
す
る
人
物
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。も
し
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
主
張
す
る
と
お
り
に
彼
が『
修

練
者
の
鏡
』
の
著
者
で
あ
れ
ば
、『
修
練
者
の
鏡
』
は
十
三
世
紀
初
め
か
ら
彼
が
死
亡
し
た
一
二
五
二
年
ま
で
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

十
三
世
紀
前
半
の
約
五
十
年
間
に
シ
ト
ー
会
が
修
練
者
に
対
し
て
行
っ
て
い
た
生
活
指
導
の
状
況
を
反
映
し
た
史
料
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。『
修
練
者
の
鏡
』
の
い
く
つ
か
の
フ
レ
ー
ズ
が
、
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
著
作
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
『
三
つ
の
霊
操
』
や
『
聖
母

の
喜
び
に
つ
い
て
の
瞑
想
』
の
フ
レ
ー
ズ
と
似
て
い
る
こ
と
も
、
著
者
が
同
一
だ
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
説
明
が
つ
く
。

　

し
か
し
、『
修
練
者
の
鏡
』の
著
者
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
物
が
、も
う
ひ
と
り
い
る
。
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
活
躍
し
た
シ
ト
ー
会
士
、
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ンStephen of Lexington

で
あ
る
。
シ
ト
ー
会
の
記
録

に
あ
ま
り
登
場
し
な
い
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
は
対
照
的
に
、
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
経
歴
は
波
乱
万
丈
で
あ
る
。
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レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
シ
ャ
ー
の
レ
ク
シ
ン
ト
ン
（
現
ラ
ク
ス
ト
ン
）
に
バ
ロ
ン
（
諸
侯
）
家
系
の
四
男

と
し
て
生
ま
れ
た
。
一
番
目
の
兄
ロ
バ
ー
ト
は
サ
ウ
ス
ウ
ェ
ル
共
住
聖
職
者
団
聖
堂
参
事
会
の
会
員
で
あ
り
、
国
王
裁
判
官
で
も
あ
っ
た
。
二

番
目
の
兄
ジ
ョ
ン
は
尚
書
部
の
官
吏
で
、
国
璽
尚
書
を
数
回
に
わ
た
っ
て
つ
と
め
、
ト
レ
ン
ト
北
部
の
御
料
林
主
席
裁
判
官
と
王
城
管
理
官
も

つ
と
め
た
。
ま
た
、
三
番
目
の
兄
ヘ
ン
リ
ー
は
リ
ン
カ
ー
ン
司
教
、
と
い
う
エ
リ
ー
ト
の
家
族
で
あ
っ
た
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
パ
リ
と
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
で
学
問
を
修
め
、
一
二
二
一
年
に
シ
ト
ー
会
の
ク
ウ
ォ
ー
大
修
道
院
に
入
っ
た
。
わ
ず
か
二
年
後
に
は
ス
タ
ン
リ
大
修
道
院
長
と

な
り
、
一
二
二
八
年
に
は
、
総
会
の
命
令
で
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
派
遣
さ
れ
、
現
地
の
シ
ト
ー
会
修
道
院
を
視
察
し
て
回
り
、
そ
の
報
告
の
た
め

に
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
大
修
道
院
長
た
ち
に
宛
て
て
大
量
の
書
簡
を
送
っ
て
い
る

）
（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
視
察
の
功
績
が

評
価
さ
れ
て
、
一
二
二
九
年
に
は
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
大
修
道
院
長
と
な
る
。
一
二
四
一
年
に
は
ロ
ー
マ
へ
の
使
節
団
に
加
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
と
き

に
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
と
同
盟
を
結
ん
で
い
た
ピ
サ
の
艦
隊
の
襲
撃
に
あ
う
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
難
を
逃
れ
た
が
、
こ
の
と
き
ピ
サ
派
に

捕
ら
え
ら
れ
た
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
大
修
道
院
長
が
ま
も
な
く
死
亡
し
た
の
で
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
そ
の
後
継
者
と
し
て
一
二
四
三
年
に
シ
ト
ー
会

四
大
修
道
院
の
ひ
と
つ
で
あ
る
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
大
修
道
院
の
大
修
道
院
長
に
就
任
し
た
。
そ
し
て
、
学
問
よ
り
も
祈
り
を
優
先
す
る
と
い
う
シ

ト
ー
会
の
伝
統
を
固
持
し
た
い
総
会
の
大
反
対
を
無
視
し
て
、
教
皇
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
を
味
方
に
つ
け
、
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
大
修
道
院

の
施
設
と
し
て
パ
リ
に
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
学
院
を
設
立
す
る
。
し
か
し
、
一
二
五
八
年
に
は
総
会
に
よ
っ
て
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
大

修
道
院
長
を
罷
免
さ
れ
、
同
年
、
死
亡
す
る

）
（（
（

。

　

さ
て
、
じ
つ
は
『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
そ
も
そ
も
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
王
立
図
書
館
二
七
二
四
‐
三
九
写
本
（
一
五
四
〇
年
）

か
ら
発
見
さ
れ
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
同
時
代
の
書
き
込
み
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
書
き
込
み
に
見
ら
れ
る
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
大
修
道
院
長

Ｓ
」
に
該
当
す
る
人
物
の
ひ
と
り
が
、
こ
の
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
な
の
で
あ
る
。

　
「
修
練
者
の
鏡
」　

サ
ヴ
ィ
ニ
ー
大
修
道
院
長
Ｓ
殿
に
よ
る
、
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或
る
修
練
者
の
た
め
の
じ
つ
に
有
益
な
論
考
、
こ
こ
に
始
ま
る

）
（（
（

。

Speculum
 novitii. Incipit tractatus d

（
マ
マ
）

om
ni S. abbatis saviniensis

ad quem
dam

 novicium
 valde perutilis

　

レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
前
述
の
と
お
り
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
大
修
道
院
の
大
修
道
院
長
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
ソ
ー

リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
ソ
ー
リ
大
修
道
院
、
ニ
ュ
ー
ミ
ン
ス
タ
ー
大
修
道
院
、
フ
ァ
ウ
ン
テ
ン
ズ
大
修
道
院
の
大
修
道
院

長
を
務
め
て
は
い
る
が
、
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
大
修
道
院
の
大
修
道
院
長
に
は
一
度
も
就
任
し
た
こ
と
が
な
い
。
も
し
こ
の
書
き
込
み
が
正
確
な
も
の

で
あ
れ
ば
、
ミ
ッ
カ
ー
ス
の
主
張
す
る
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
著
者
説
は
否
定
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、「『
修
練
者
の
鏡
』
未
刊
行
テ
ク
ス
ト
」
の
な
か
で
ミ
ッ
カ
ー
ス
は
、
こ
の
書
き
込
み
よ
り
も
本
文
に
登
場
す
る
『
三
つ
の

霊
操
』
や
『
聖
母
の
喜
び
に
つ
い
て
の
瞑
想
』
と
類
似
し
た
フ
レ
ー
ズ
の
ほ
う
を
著
者
特
定
の
た
め
の
史
料
と
し
て
重
視
し
、
あ
く
ま
で
ソ
ー

リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
著
者
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ミ
ッ
カ
ー
ス
は
、レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
代
表
作
で
あ
る『
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
書
簡
』
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
内
容
や
文
体
が
『
修
練
者
の
鏡
』
の
そ
れ
ら
と
大
き
く
異
な
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
、
そ

れ
ゆ
え
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
で
は
あ
り
え
な
い
、と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、ラ
テ
ン
語
の
「
サ
ヴ
ィ

ニ
ー
」Saviniensis

の
綴
り
が
「
ソ
ー
リ
」Salliensis

の
綴
り
と
似
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
写
本
に
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
大
修

道
院
長
Ｓ
」
と
あ
る
書
き
込
み
は
綴
り
が
間
違
っ
て
い
て
、正
し
く
は
「
ソ
ー
リ
大
修
道
院
長
Ｓ
」
と
書
か
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、

と
も
述
べ
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
書
簡
』
は
、
総
会
の
命
令
を
受
け
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
各
地
の
シ
ト
ー
会
修
道
院
を
視
察
し
て
い
た
レ
ク

シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
、
視
察
の
結
果
を
報
告
す
る
た
め
に
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
同
会
大
修
道
院
長
た
ち
に
宛
て
て
書
い
た

実
務
的
な
報
告
書
の
集
成
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の
書
簡
』
と
い
う
作
品
は
、
修
練
者
た
ち
の
生
活
を
指
導
す
る
た
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め
に
書
か
れ
た
『
修
練
者
の
鏡
』
と
は
本
質
的
に
性
格
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
文
体
や
内
容
が
修
練
者
の
た
め
の
生
活
指
導
書
と
一
致
し
て

い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
両
作
品
の
著
者
を
別
人
と
判
断
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
ま
た
、「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
」と
い
う
記
述
が
じ
つ
は「
ソ
ー

リ
」
の
綴
り
を
間
違
え
た
も
の
、
と
い
う
説
も
推
論
の
域
を
出
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
の
候
補
か
ら
除
外
す
る
ミ
ッ
カ
ー
ス
の
主
張
に
は
、
い
く
つ

か
不
十
分
な
点
が
存
在
し
て
い
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
近
年
、
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
著
者
説
を
揺
る
が
し
、
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
に
も
ま
た
『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
発
表
が
二
つ
続
い
た
。

　

第
一
の
発
表
は
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
ャ
ー
プRichard Sharpe

に
よ
る
も
の
で
、
彼
は
『
増
補
改
訂
ラ
テ
ン
著
作
家
一
覧―

一
五
四
〇
年
以

前
の
英
国
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
』（
二
〇
〇
一
年
）
の
な
か
で
、レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
著
作
に
つ
い
て
の
新
た
な
見
解
を
発
表
し
た
。

大
英
図
書
館
ロ
イ
ヤ
ル
３
．Ａ
．ｘ
写
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
告
白
の
鏡
』
と
い
う
十
三
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
写
本
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
ル

ブ
リ
ッ
ク
（
朱
文
字
）
の
書
き
込
み
が
み
ら
れ
る
（
図
３

）
（（
（

）。

「
告
白
の
鏡
」　

尊
敬
す
べ
き
ス
タ
ン
リ
大
修
道
院
長
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

Speculum
 confessionis. V

enerabilis Stephanus abbas de Stanll ’

　

こ
の
「Stanll ’

」
と
い
う
単
語
は
チ
ェ
シ
ャ
ー
の
「
ス
タ
ン
ロ
ー
」Stanlaw

の
こ
と
で
あ
る
と
長
年
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
シ
ャ
ー
プ
は

ス
タ
ン
ロ
ー
大
修
道
院
の
歴
代
大
修
道
院
長
の
な
か
に
「
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
」
と
い
う
名
前
の
大
修
道
院
長
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を

指
摘
し
た

）
（（
（

。
そ
し
て
、
こ
の
単
語
は
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
ー
の
「
ス
タ
ン
リ
」Stanley

を
意
味
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
き
込
み
が
示

し
て
い
る
著
者
「
ス
タ
ン
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
」
は
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
解
す
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
説
を
提
示
し
た

）
（（
（

。

　

第
二
の
発
表
は
馬
場
と
マ
ク
リ
ン
に
よ
る
も
の
で
、我
々
は
慶
應
写
本
に
記
さ
れ
て
い
る
『
修
練
者
の
鏡
』
の
本
文
冒
頭
部
分
に
、ミ
ッ
カ
ー
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ス
が
調
べ
た
他
の
四
つ
の
『
修
練
者
の
鏡
』
史
料
に
は
見
ら
れ
な
い
章
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
「『
告
白
に
つ
い
て
』
慶
應
義
塾
図
書
館
の

シ
ト
ー
会
写
本
」（
二
〇
〇
五
年
）
の
な
か
で
明
ら
か
に
し
た

）
（（
（

。
こ
の
新
た
に
発
見
さ
れ
た
冒
頭
の
章

）
（（
（

の
な
か
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が

見
ら
れ
る
。

そ
う
し
た
一
般
的
な
告
白
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
い
て
お
く
。

そ
れ
は
別
の
論
考
で
十
分
に
明
白
か
つ
効
果
的
に
扱
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

毎
日
の
告
白
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
が
よ
り
よ
く
理
解
す
る
よ
う
に
、
私
は

こ
こ
で
少
し
だ
け
ラ
テ
ン
語
で
述
べ
て
お
こ
う
。

Form
am

 istam
 generalem

 confitendi sub silentio preterim
us, 

quia in tractatu alio com
pendioso satis evidenter et effi

caciter 

declarata est. U
t autem

 m
agis intelligas de form

a confitendi 

quasi cotidiana m
inus m

ichi latine dicendum
 est.

　

注
目
す
べ
き
は
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
が
「
一
般
的
な
告
白
の
方
法
に
つ
い
て
」
の
「
別
の
論
考
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
の
記
述
か
ら
は
、『
修
練
者
の
鏡
』
が
執
筆
さ
れ
た
当
時
、
修
練
者
の
生
活
指
導
の
た
め
に
読
ま
れ
て
い
た
告
白
に
関
す
る
論
考
が
す
で
に

存
在
し
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
は
そ
の
論
考
の
内
容
を
よ
く
把
握
し
て
い
た
こ
と
、
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
シ
ャ
ー
プ
が
提
示
し
た
、『
告
白
の
鏡
』
と
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
の
関
係
で
あ
る
。
レ
ク
シ
ン

ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
『
告
白
の
鏡
』
を
ま
ず
執
筆
し
、
そ
の
の
ち
に
『
修
練
者
の
鏡
』
を
執
筆
し
た
の
な
ら
、『
修
練
者
の
鏡
』
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
写
本
の
書
き
込
み
に
み
ら
れ
る
「
サ
ヴ
ィ
ニ
ー
の
Ｓ
」
と
い
う
記
述
も
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
冒
頭
章
に
お
け
る
告
白
に
関
す
る
論
考
へ
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の
言
及
も
、
す
べ
て
説
明
が
つ
く
。

　

そ
し
て
、
も
し
こ
の
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
、
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
対
す
る
歴
史
的
評
価
は
変
わ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ク

レ
ル
ヴ
ォ
ー
大
修
道
院
長
時
代
に
教
皇
を
味
方
に
つ
け
た
彼
は
、
総
会
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
パ
リ
に
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
学
院
を
設
立
し
、
や
が

て
そ
の
強
引
な
態
度
が
問
題
と
な
っ
て
、
一
二
五
八
年
に
総
会
に
よ
っ
て
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
大
修
道
院
長
を
罷
免
さ
れ
る
と
い
う
不
名
誉
な
事
件

を
起
こ
し
て
い
る
。
晩
年
の
彼
は
、シ
ト
ー
会
に
と
っ
て
、会
の
秩
序
を
乱
す
過
激
で
独
善
的
な
反
乱
分
子
で
あ
っ
た
。
だ
が
、『
修
練
者
の
鏡
』

の
本
文
か
ら
は
、
信
仰
篤
く
、
会
の
秩
序
を
守
る
た
め
に
熱
心
に
修
練
者
た
ち
を
指
導
す
る
著
者
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

　

も
っ
と
も
、慶
應
写
本
か
ら
発
見
さ
れ
た
『
修
練
者
の
鏡
』
の
冒
頭
の
章
の
表
現
は
曖
昧
な
の
で
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
が
「
別
の
論
考
」

を
書
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
た
だ
単
に
そ
れ
を
読
ん
で
知
っ
て
い
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
読
ん
で
知
っ
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
れ

ば
、
仮
に
『
告
白
の
鏡
』
の
著
者
が
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
で
あ
り
、
さ
ら
に
『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
が
言
及
し
て
い
る
「
別
の

の
論
考
」
が
『
告
白
の
鏡
』
を
指
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
は
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
で
あ
る
必
要
は

な
い
。

　

文
章
の
類
似
性
を
根
拠
と
し
て
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
主
張
し
た
よ
う
に
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
は
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
な
の
か
。
あ
る

い
は
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
写
本
の
書
き
込
み
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
著
者
な
の
か
。
今
後
さ
ら
な
る
関
連
史

料
の
発
見
と
研
究
が
望
ま
れ
る
。

『
修
練
者
の
鏡
』
本
文
の
特
徴

　
『
修
練
者
の
鏡
』
の
和
文
試
訳
を
紹
介
す
る
前
に
、
こ
の
作
品
の
主
な
特
徴
を
こ
こ
に
ま
と
め
て
お
く
。
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（
一
）　

章
の
数

　
『
修
練
者
の
鏡
』
の
本
文
は
、
現
存
史
料
か
ら
わ
か
る
か
ぎ
り
、
二
十
五
の
章
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
調
査
し
た
四

つ
の
文
献
か
ら
は
二
十
四
の
章
が
発
見
さ
れ
、
馬
場
・
マ
ク
リ
ン
が
調
査
し
た
慶
應
写
本
か
ら
は
、
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
発
表
し
た
二
十
四
の
章
の

前
に
置
か
れ
る
章
が
新
た
に
ひ
と
つ
発
見
さ
れ
た
。
写
本
の
補
強
材
で
あ
る
見
返
し
に
書
写
さ
れ
て
い
る
慶
應
版
『
修
練
者
の
鏡
』
は
、
本
文

の
中
間
部
分
と
巻
末
が
失
わ
れ
て
い
る
の
で
、こ
の
現
存
最
古
の
版
に
も
と
も
と
い
く
つ
の
章
が
存
在
し
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
、

こ
の
新
た
に
発
見
さ
れ
た
冒
頭
の
章
と
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
発
表
し
た
二
十
四
の
章
を
合
わ
せ
る
と
、
現
在
の
と
こ
ろ
『
修
練
者
の
鏡
』
の
本
文
に

は
歴
史
上
、
少
な
く
と
も
二
十
五
の
章
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

な
お
本
稿
の
試
訳
で
は
、
慶
應
版
だ
け
に
存
在
す
る
冒
頭
の
章
を
「
序
章
」
と
し
、
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
紹
介
し
て
い
る
二
十
四
の
章
に
つ
い
て

は
、「『
修
練
者
の
鏡
』
未
刊
行
テ
ク
ス
ト
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
章
番
号
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
二
）　

章
の
構
成

　
『
修
練
者
の
鏡
』
の
二
十
五
か
ら
な
る
章
の
う
ち
十
一
の
章
は
、
中
世
シ
ト
ー
会
修
道
院
に
お
け
る
起
床
か
ら
就
床
ま
で
の
日
課
順
に
並
べ

ら
れ
て
い
る
。
十
二
世
紀
か
ら
十
四
世
紀
に
か
け
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
シ
ト
ー
会
修
道
院
の
日
課
に
『
修
練
者
の
鏡
』
の
章
を
対
応
さ
せ
る

と
、
表
１
の
よ
う
に
な
る

）
（（
（

。
修
道
院
で
の
聖
務
日
課
に
馴
染
ん
で
い
た
人
々
に
と
っ
て
は
、
こ
う
し
た
章
構
成
の
工
夫
は
本
文
の
理
解
と
記
憶

と
に
役
立
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
聖
務
日
課
に
容
易
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
十
一
の
章
だ
け
で
、
残
り
十
四
の
章
は
修
道
院
に
お
け
る
一
日
の
サ
イ

ク
ル
と
は
直
接
的
な
関
係
を
あ
ま
り
持
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
、
聖
務
日
課
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
章
の
存
在
は
、
今
後
『
修
練
者

の
鏡
』
本
文
の
成
立
と
伝
承
の
歴
史
を
解
明
し
て
ゆ
く
上
で
の
手
が
か
り
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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（
三
）　

シ
ト
ー
会
史
料
群
に
お
け
る
位
置
づ
け

　
『
修
練
者
の
鏡
』
は
シ
ト
ー
会
で
修
練
者
が
遵
守
す
べ
き
戒
律
や
慣
習
を
ま
と
め
た
規
定
文
書
の
類
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
こ
の

史
料
は
、
中
世
シ
ト
ー
会
史
研
究
で
し
ば
し
ば
と
り
あ
げ
ら
れ
る
『
愛
の
憲
章
』Carta caritatis

、
『
総
会
決
議
事
項
』Capitula

、『
総
会
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議
決
規
定
集
』Instituta generalis capituli 

等
の
史
料
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

　
『
修
練
者
の
鏡
』
に
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
『
戒
律
』
や
シ
ト
ー
会
の
『
総
会
決
議
事
項
』
な
ど
に
み
ら
れ
る
修
練
者
の
入
会
資
格

）
（（
（

、
脱
走

し
た
修
練
者
の
処
分
、修
道
者
に
な
る
た
め
の
終
生
誓
願

）
（（
（

、食
事
の
量

）
（（
（

、等
に
つ
い
て
の
記
述
は
少
な
い
。
摂
る
べ
き
食
事
の
量
に
つ
い
て
（
第

十
二
章
、
第
十
三
章
）
の
言
及
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
う
し
た
規
定
に
関
す
る
情
報
が
『
修
練
者
の
鏡
』
本
文
の
全
体
に
占
め
る
量
は
ご
く

僅
か
で
あ
る
。
か
わ
り
に
本
文
の
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
、『
戒
律
』
に
も
『
愛
の
憲
章
』
等
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
ほ
ど
詳
細
な
、

霊
的
指
導
お
よ
び
日
常
生
活
に
関
す
る
指
導
の
数
々
で
あ
る
。

（
四
）
読
者

　

ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
写
本
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
も
、「
或
る
修
練
者
の
た
め
の
」ad quem

dam
 novicium

と
い
う
表
現
も
、
修
練
者
が
こ
の
作
品
の
読
者
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。『
修
練
者
の
鏡
』
本
文
中
に
も
、「
修
練
者
」
と
い
う
表
現
が
み

ら
れ
（
第
十
四
章
）、
こ
の
作
品
が
修
練
者
を
読
者
に
想
定
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。
ま
た
慶
應
写
本
で
は
ラ
テ

ン
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
著
者
に
よ
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
序
文
で
断
ら
れ
て
い
る
の
で
、
修
練
者
と
な
る
前
に
既
に
ラ
テ
ン
語
教
育
を
受
け
て

い
た
者
や
、
修
練
期
中
に
あ
る
程
度
ラ
テ
ン
語
を
習
得
し
た
者
な
ど
を
、
第
一
の
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
各
修
道
院
に
は
修
練
者
た
ち
の
監
督
係
と
し
て
「
修
練
長
」
と
い
う
役
職
が
設
け
ら
れ
て
い
た
の
で
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
読
者

に
は
修
練
長
も
含
ま
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
特
に
、
修
練
者
へ
の
生
活
指
導
の
内
容
を
文
書
化
し
た
本
作
品
は
、
各
地
に
分
散
し
て
い
た

シ
ト
ー
会
修
道
院
が
共
通
の
方
針
を
も
っ
て
修
練
者
た
ち
の
指
導
に
あ
た
る
た
め
に
有
益
な
存
在
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

）
（（
（

。

（
五
）
奇
跡
譚

　

ハ
イ
ス
テ
ル
バ
ッ
ハ
の
カ
エ
サ
リ
ウ
ス
は
『
奇
跡
に
つ
い
て
の
対
話
』
で
修
練
者
の
教
育
の
た
め
に
奇
跡
譚
を
多
数
紹
介
し
て
い
る
が
、『
修
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練
者
の
鏡
』
も
ま
た
、
奇
跡
譚
を
紹
介
し
て
い
る
（
第
十
五
章
、
第
十
八
章
、
第
二
十
二
章
）。
こ
う
し
た
神
秘
的
逸
話
は
、
修
練
者
の
注
意

を
ひ
か
せ
て
信
仰
心
を
一
層
強
く
す
る
の
に
有
効
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
六
）
修
練
者
の
た
め
の
推
薦
図
書

　
『
総
会
決
議
事
項
』
第
十
章
は
、
シ
ト
ー
会
の
す
べ
て
の
修
道
院
に
あ
る
べ
き
共
通
の
図
書
と
し
て
「
ミ
サ
典
礼
書
、（
福
音
書
の
）
本
文
、

書
簡
集
、
祈
願
集
、
昇
階
唱
集
、
交
唱
集
、
賛
歌
集
、
詩
編
集
、
教
父
朗
読
集
、
戒
律
、
典
礼
暦
」
を
あ
げ
て
い
る
。『
修
練
者
の
鏡
』
に
は
、

読
む
べ
き
本
と
そ
の
読
書
方
法
に
つ
い
て
、『
総
会
決
議
事
項
』
よ
り
も
さ
ら
に
詳
細
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
聖
書
を
読
み
始
め

る
よ
り
も
前
に
修
道
院
慣
習
や
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
『
対
話
』
な
ど
を
読
む
べ
き
こ
と
、
聖
書
は
自
分
の
能
力
に
応
じ
た
箇
所
を
選
ん
で
読
む
べ

き
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
（
第
十
五
章
）。
ま
た
、『
修
練
者
の
鏡
』
で
は
シ
ト
ー
会
の
著
作
家
た
ち
に
よ
る
作
品
を
読
む
こ
と
も
推
奨
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
な
か
に
は
、
リ
ー
ヴ
ォ
ー
の
エ
ル
レ
ッ
ド
や
サ
ン
＝
テ
ィ
エ
リ
の
ギ
ヨ
ー
ム
の
作
品
も
含
ま
れ
て
お
り
（
第
十
六
章
）、『
修
練
者
の

鏡
』
の
成
立
年
代
の
考
証
に
役
立
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
文
法
や
修
辞
学
に
関
す
る
書
物
や
著
作
家
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
学
習
に
つ
い
て
の
言
及
が
い
っ
さ
い
な
い
点
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ト
ー
会
が
修
練
者
に
よ
る
自
由
七
学
芸
の
学
習
を
好
ま
し
い
も
の
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
の
ひ
と
つ
と

し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

）
（（
（

。
い
っ
ぽ
う
で
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
著
者
自
身
は
こ
の
作
品
の
な
か
で
聖
書
か
ら
の
引
用
を
多

用
し
て
お
り
、
聖
書
学
に
お
け
る
造
詣
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。

（
七
）
食
べ
物
と
音
楽

　
『
修
練
者
の
鏡
』
に
は
食
べ
物
や
音
楽
に
た
と
え
た
表
現
が
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
集
会
で
自
分
の
こ
と
を
責
め
ら
れ
た
と
き
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
な
さ
い
と
著
者
は
助
言
し
て
い
る
（
第
十
章
）。
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こ
の
矯
正
は
天
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
追
加
の
ピ
タ
ン
テ
ィ
ア

）
（（
（

で
あ
る
と
考
え
な
さ
い
。

そ
れ
は
つ
ね
に
シ
ナ
モ
ン
で
味
付
け
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
た
と
え
辛
子
で
味
付
け

さ
れ
て
い
て
も
や
は
り
美
味
し
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
イ
エ
ス
の
昇
天
に
つ
い
て
瞑
想
す
る
と
き
の
心
持
に
つ
い
て
も
、
慶
應
版
の
第
六
章
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

ち
ょ
う
ど
音
階
が
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、
Ｇ
と
上
が
っ
て
ゆ
く
よ
う
に）

（（
（

私
が
先
程
ひ
と
つ
ひ
と
つ
説
明
し
た
事
柄
に
つ
い
て
も
、
よ
く
よ
く
考
え
な
さ
い
。

食
事
や
音
楽
に
よ
る
素
朴
な
た
と
え
は
、
修
練
者
た
ち
の
幼
い
精
神
と
経
験
に
配
慮
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

凡
例

　

本
試
訳
に
は
、
ミ
ッ
カ
ー
ス
が
「『
修
練
者
の
鏡
』
未
刊
行
テ
ク
ス
ト
」
に
掲
載
し
た
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
版
『
修
練
者
の
鏡
』
に
含
ま
れ
る
二

十
四
か
ら
な
る
章
と
、
馬
場
・
マ
ク
リ
ン
が
「『
告
白
に
つ
い
て
』
慶
應
義
塾
図
書
館
シ
ト
ー
会
写
本
」
に
掲
載
し
た
慶
應
版
だ
け
に
含
ま
れ

る
序
章
の
、
計
二
十
五
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
序
章
の
底
本
に
は
、
馬
場
・
マ
ク
リ
ン
著
「『
告
白
に
つ
い
て
』
慶
應
義
塾
図
書
館
シ
ト
ー

会
写
本
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
慶
應
版
『
修
練
者
の
鏡
』
の
ラ
テ
ン
語
翻
刻
を
使
用
し
た
。
ま
た
、
第
一
章
か
ら
第
二
十
四
章
ま
で
の
底
本
に

は
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
ミ
ッ
カ
ー
ス
著
「『
修
練
者
の
鏡
』
未
刊
行
テ
ク
ス
ト
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
写
本
版
『
修
練
者
の
鏡
』



　　お茶の水史学　52号　　98

の
ラ
テ
ン
語
翻
刻
を
使
用
し
た
。
さ
ら
に
、『
ソ
ー
リ
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
著
作
集
』（
一
九
八
四
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ジ
ェ
レ
マ
イ
ア
・
オ

サ
リ
バ
ン
の
英
訳
も
お
お
い
に
参
考
と
し
た

）
（（
（

。
な
お
、
括
弧
内
は
本
稿
著
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

　

聖
書
の
章
節
番
号
は
『
聖
書　

新
共
同
訳―

旧
約
聖
書
続
編
つ
き
』（
日
本
聖
書
協
会
、
一
九
九
八
年
）
の
そ
れ
に
な
ら
っ
た
。
ま
た
、
聖

書
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、『
修
練
者
の
鏡
』
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
沿
わ
な
い
も
の
以
外
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
新
共
同
訳
聖
書
の
テ
ク
ス

ト
を
使
用
し
た
。

　

訳
語
は
、
ル
イ
ス
・
Ｊ
・
レ
ッ
カ
イ
著
、
朝
倉
文
市
・
函
館
ト
ラ
ピ
ス
チ
ヌ
訳
『
シ
ト
ー
会
修
道
院
』（
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
）、
古
田
暁 

訳
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
戒
律
』（
す
え
も
り
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
二
年
）、
灯
台
の
聖
母
ト
ラ
ピ
ス
ト
大
修
道
院 

編
『
シ
ト
ー
修
道
会
初
期

文
書
集
』（
中
央
出
版
社
、
一
九
八
九
年
）
を
参
考
に
し
た
。

『
修
練
者
の
鏡
』
試
訳

序
章　

告
白
の
あ
り
か
た
。
ど
の
よ
う
に
ど
の
よ
う
な
頻
度
で
な
さ
れ
る
べ
き
か
。

　
　
　

純
粋
か
つ
相
応
で
あ
る
べ
き
こ
と
。

　

告
白
は
、
何
も
隠
さ
ず
、
単
純
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る

）
（（
（

。
場
所
、
時
間
、
人
、
罪
の
質
と
量
を
き
ち
ん
と
伝
え
、
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
質
と
は
、
怠
惰
、
不
潔
さ
、
悪
意
、
虚
栄
の
こ
と
で
あ
る
。
量
と
は
、
喜
び
、
同
意
、
無
知
、
弱
さ
、
罪
の
下
劣
さ
と
意
志
に
よ
っ

て
測
ら
れ
る
。
あ
な
た
の
告
白
は
、
年
、
関
係
者
、
罪
、
教
師
の
全
面
に
お
い
て
一
貫
性
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
自
分
の
主

任
告
解
司
祭
を
変
え
た
ら
、
罪
に
落
ち
た
と
き
の
こ
れ
ら
の
こ
と
を
す
べ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
年
に
一

回
、
最
大
の
謙
遜
を
も
っ
て
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
重
大
な
悩
み
を
抱
え
て
い
る
と
き
も
、
で
き
る
だ
け
、
希
望
と
最
大
の
信
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頼
を
も
っ
て
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
し
た
一
般
的
な
告
白
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
触
れ
ず
に
お
い
て
お
く
。
そ
れ
は
別
の
論
考
で
十
分
に
明
白
か
つ
効
果
的
に
扱

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
毎
日
の
告
白
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
が
よ
り
よ
く
理
解
す
る
よ
う
に
、
私
は
こ
こ
で
少
し
だ
け
ラ
テ

ン
語
で
述
べ
て
お
こ
う
。

第
一
章　

日
々
の
告
白）
（（
（

　

告
白
に
行
く
と
き
は
、
こ
こ
で
私
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
な
た
が
感
じ
て
い
る
こ
と
に
応
じ
て
言
葉
を
足
し
た
り
引
い
た
り
し
な
が
ら
、

こ
の
よ
う
に
言
い
な
さ
い
。「
私
は
多
く
の
堕
落
し
た
考
え
を
持
ち
、
私
の
心
は
城
塞
、
学
校
、
集
会
場
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
を
彷

徨
い
ま
す
。
聖
務
の
あ
い
だ
や
、
詩
編
や
霊
的
書
物
に
耳
を
傾
け
る
べ
き
と
き
に
、
私
は
そ
こ
に
と
ど
ま
っ
て
楽
し
み
ま
す
。
と
き
に
は
、
過

去
に
見
聞
き
し
た
も
の
が
去
来
し
、
意
識
的
に
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
、
神
の
こ
と
に
対
す
る
注
意
か
ら
心
が
離
れ
ま
す
。
と
き
に
は
、
ま
っ

た
く
見
聞
き
し
た
こ
と
が
な
い
も
の
を
自
分
の
心
の
な
か
に
出
現
さ
せ
ま
す
。
私
は
堕
落
し
た
考
え
に
時
間
を
費
や
し
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
き

も
し
ま
せ
ん
。」
覚
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
考
え
で
あ
る
か
を
述
べ
な
さ
い
。
た
と
え
ば
、「
教
会
を
建
て
る
こ
と
に
つ
い
て
、

本
を
書
く
こ
と
に
つ
い
て
、
家
を
き
り
も
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、
狩
り
に
つ
い
て
、
馬
で
の
競
争
に
つ
い
て
、
と
い
っ
た
事
ど

も
に
つ
い
て
、
私
は
長
々
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
と
き
に
は
、
男
女
の
交
わ
る
様
子
を
思
い
描
き
、
ま
た
と
き
に
は
、
そ
れ
ら
の
考
え
で
私
の

頭
は
い
っ
ぱ
い
に
な
り
ま
し
た
。
と
き
に
は
、
私
は
こ
れ
ら
の
考
え
を
喜
び
、
感
じ
、
と
き
に
は
、
肉
体
的
興
奮
を
得
ま
し
た
。
と
き
に
は
、

肉
体
の
欲
望
の
ま
ま
に
、
食
べ
物
、
飲
み
物
、
睡
眠
、
そ
の
他
の
も
の
を
貪
り
ま
し
た
。
と
き
に
は
、
他
の
人
々
の
言
葉
、
仕
事
、
努
力
、
行

儀
、
態
度
、
習
慣
を
、
心
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
仕
草
や
言
葉
で
、
私
は
馬
鹿
に
し
ま
し
た
。
私
は
他
人
の
人
生
に
つ
い
て
は
知
り
た
が
り
ま

す
が
、
自
分
の
人
生
を
正
す
こ
と
に
は
怠
惰
で
無
関
心
で
す
。」
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「
と
き
に
は
、
私
は
自
分
の
不
遇
を
嘆
き
、
断
食
、
宵
課
、
質
素
な
食
事
、
厳
し
く
卑
し
い
仕
事
に
お
い
て
他
の
人
た
ち
か
ら
ひ
ど
く
扱
わ

れ
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
文
句
を
言
い
ま
す
。
厳
し
い
注
意
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
許
可
、
自
分
が
受
け
た
侮
辱
や
傷
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
、

自
分
の
意
思
に
反
し
て
何
か
が
言
わ
れ
た
り
、
な
さ
れ
た
り
、
自
分
に
課
さ
れ
た
と
き
に
、
私
は
愚
痴
を
言
い
ま
す
。」

　
「
と
き
に
は
、
私
は
自
分
の
美
し
い
肉
体
や
、
声
や
、
力
や
、
知
識
や
、
身
分
の
高
い
先
祖
や
、
衣
装
や
、
雄
弁
さ
に
自
惚
れ
ま
す
。
私
は

有
名
に
な
り
話
題
に
な
り
た
い
、
他
の
人
々
よ
り
も
偉
く
な
り
た
い
、
と
願
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
楽
し
み
、
何
の
価
値
も
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
自
分
が
価
値
あ
る
人
間
だ
と
考
え
ま
す
。
と
き
に
は
、
私
は
わ
ざ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
つ
も
り
も
な
し
に
、
笑
い
を
誘
う
よ
う

な
こ
と
を
言
い
ま
す
。
と
き
に
は
、
不
相
応
な
言
葉
や
、
悪
意
あ
る
言
葉
や
、
中
傷
の
言
葉
や
、
自
慢
の
言
葉
や
、
世
辞
の
言
葉
や
、
偽
善
の

言
葉
や
、
他
の
人
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
こ
と
と
は
反
対
の
不
誠
実
な
言
葉
を
私
は
使
い
ま
す

）
（（
（

。」

　
「
と
き
に
は
、
私
は
怒
り
、
ま
た
と
き
に
は
、
不
従
順
に
な
り
ま
す
。
と
き
に
は
、
私
は
自
分
の
思
い
通
り
に
振
舞
い
、
祈
り
や
ミ
サ
や
他

の
活
動
に
遅
刻
し
た
り
、
他
の
者
た
ち
の
良
き
手
本
と
な
る
こ
と
を
怠
り
ま
す
。
私
は
神
へ
の
恐
れ
も
自
分
自
身
の
良
い
決
心
も
不
完
全
な
の

で
、
く
だ
ら
な
い
こ
と
や
、
怠
惰
や
、
や
る
気
の
無
さ
の
た
め
に
時
間
を
浪
費
し
て
も
気
に
し
ま
せ
ん
。
と
き
に
は
、
行
動
に
は
示
し
ま
せ
ん

が
、
心
の
中
で
私
は
他
の
者
た
ち
に
た
い
へ
ん
意
地
悪
で
す
。
と
き
に
は
、
信
仰
心
も
、
恐
れ
も
、
畏
敬
の
念
も
欠
け
た
ま
ま
で
、
私
は
神
の

御
前
で
祭
壇
の
務
め
を
果
た
し
ま
す
。
祈
り
の
と
き
も
、
手
仕
事
の
と
き
も
同
じ
で
す
。
そ
し
て
、
私
は
神
の
目
よ
り
も
人
の
目
を
恐
れ
、
と

き
に
は
、
神
の
た
め
よ
り
も
人
の
た
め
に
奮
起
し
ま
す
。」

　
「
食
卓
に
向
か
う
と
き
よ
り
も
聖
務
に
向
か
う
と
き
、
私
の
足
は
よ
り
遅
く
な
り
ま
す

）
（（
（

。
私
は
上
の
空
で
お
辞
儀
を
し
、
嫌
々
な
が
ら
に
従

い
ま
す
。
他
の
者
た
ち
を
見
下
し
自
分
に
自
惚
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
を
私
は
と
り
ま
す
。
私
の
悪
い
手
本
の
た
め
に
、
私

は
他
の
者
た
ち
に
と
っ
て
の
躓
き
の
石
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
自
分
の
誓
願
を
、
必
要
と
さ
れ
望
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
守
り
ま
せ
ん
。
私
は

義
務
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
言
い
ま
せ
ん
し
、
決
め
ら
れ
た
授
与
者
の
た
め
の
定
め
ら
れ
た
詩
編
や
祈
り
を
言
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
私
は
物
を

渡
し
た
り
受
け
取
っ
た
り
し
、
許
可
な
し
に
、
あ
る
い
は
無
理
矢
理
に
得
た
許
可
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
行
い
ま
し
た
。」
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「
そ
う
と
知
り
つ
つ
、あ
る
い
は
そ
う
と
知
ら
な
い
う
ち
に
、神
の
意
思
や
修
道
会
に
反
し
て
私
が
し
た
こ
れ
ら
や
他
の
こ
と
は
な
ん
で
あ
れ
、

あ
る
い
は
私
が
知
っ
て
い
て
も
知
ら
な
く
て
も
私
の
た
め
に
他
の
者
た
ち
が
や
っ
た
こ
と
は
な
ん
で
あ
れ
、
私
は
自
分
の
罪
を
神
の
御
前
で
告

白
し
ま
す
。
私
は
改
め
る
こ
と
を
約
束
し
、
許
し
を
請
い
ま
す
。」

　

こ
れ
は
あ
な
た
の
鏡
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
で
自
分
が
醜
く
な
っ
た
と
感
じ
る
分
だ
け
、
告
白
を
し
な
さ
い
。

第
二
章　

祈
り
の
方
法
、
嘆
願
と
感
謝
の
祈
り

　

告
白
の
あ
と
に
は
祈
り
を
捧
げ
る
の
が
望
ま
し
い
。
天
使
の
祈
り
に
よ
っ
て
、
主
の
母
、
聖
母
マ
リ
ア
を
讃
え
な
さ
い
。「
お
め
で
と
う
、

聖
な
る
マ
リ
ア
。
栄
光
に
つ
つ
ま
れ
た
永
遠
の
処
女
マ
リ
ア
。」
こ
れ
を
三
回
、
跪
い
て
行
い
な
さ
い
。
つ
ぎ
に
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
大
き

な
恵
み
を
与
え
て
く
だ
さ
る
神
に
感
謝
を
捧
げ
な
さ
い
。
す
べ
て
の
俗
世
の
危
険
と
悪
魔
の
罠
か
ら
あ
な
た
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
、

あ
な
た
が
地
獄
に
落
ち
な
い
よ
う
に
し
て
、
地
獄
の
苦
し
み
か
ら
守
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
さ
い
。
あ
な
た
ほ
ど
に
は
罪
を
犯
し

て
い
な
い
多
く
の
人
々
が
、
そ
の
罪
の
た
め
に
あ
な
た
よ
り
も
厳
し
い
罰
を
受
け
て
い
ま
す
。
信
仰
と
純
粋
な
心
の
恩
寵
に
も
、
宗
教
的
熱
心

さ
と
あ
な
た
の
仲
間
の
修
道
士
た
ち
の
聖
な
る
こ
と
に
も
感
謝
し
な
さ
い
。
彼
ら
の
な
か
か
ら
神
は
恩
寵
を
も
っ
て
あ
な
た
に
呼
び
か
け
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
人
類
の
た
め
に
惜
し
み
な
く
与
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
恵
み
に
感
謝
し
な
さ
い
。
全
世
界
が
良
く
あ
る
よ
う
に
と
、
優
し
さ
に

満
ち
た
処
女
の
子
に
嘆
願
し
な
さ
い
。
天
か
ら
あ
な
た
に
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
に
。
心
の
な
か
で
、
あ
る
い
は
口
に
出
し
て
、
主
に
嘆
願
し
な

さ
い
。
許
し
と
恵
み
を
、
来
る
べ
き
生
命
の
栄
光
と
、
信
仰
の
堅
忍
と
、
心
の
灯
と
、
愛
に
満
ち
た
救
済
の
追
及
と
、
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で

苦
し
ん
で
い
る
人
々
の
た
め
に
。

　

そ
れ
か
ら
、
主
の
前
で
、
あ
る
い
は
聖
三
位
一
体
の
栄
誉
に
お
い
て
、
深
く
お
辞
儀
を
し
て
、
交
唱

）
（（
（

を
述
べ
な
さ
い
。「
私
た
ち
は
あ
な
た

に
懇
願
し
ま
す
」
と
。
ま
た
、集
祷
文

）
（（
（

を
唱
え
な
さ
い
。「
全
能
に
し
て
永
遠
な
る
神
よ
、あ
な
た
は
私
た
ち
に
与
え
た
も
う
た
」
と
。
こ
れ
を
、
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跪
い
て
、
聖
三
位
一
体
の
栄
誉
に
お
い
て
三
回
、
あ
る
い
は
主
の
十
字
架
の
五
つ
の
傷
の
栄
誉
に
お
い
て
五
回
、
行
い
な
さ
い
。
こ
の
三
回
繰

り
返
さ
れ
る
跪
き
の
間
、
数
多
の
堕
落
し
た
人
々
の
な
か
か
ら
永
遠
の
神
が
あ
な
た
に
宿
命
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
無
数
の
悪
か
ら
あ

な
た
を
救
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
堕
落
者
た
ち
の
な
か
か
ら
あ
な
た
を
選
ん
で
口
に
す
る
の
も
恐
れ
多
い
栄
光
と
幸

せ
と
尊
厳
と
聖
性
の
生
活
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
私
た
ち
の
本
性
を
こ
の
よ
う
な
偉
大
さ
と
気
高
さ
と
憐
れ
み
深
さ
を
も
っ
て
新
た
に

し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
そ
の
ほ
か
の
こ
と
ご
と
を
、
神
に
感
謝
し
な
さ
い
。

　

つ
ぎ
に
、
神
の
偉
大
さ
が
あ
な
た
を
大
事
に
し
て
く
だ
さ
る
あ
ま
り
に
、
神
が
幼
子
に
、
貧
し
く
て
弱
い
者
に
、「
私
は
虫
け
ら
、
と
て
も

人
と
は
言
え
な
い

）
（（
（

」
と
い
う
者
に
な
ら
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
な
さ
い
。
そ
の
手
本
と
教
え
に
よ
っ
て
、
神
が
世
界
を
照
ら
し
、
か
く
も
怖
ろ
し

く
惨
め
な
死
を
あ
ま
ん
じ
て
受
け
ら
れ
た
こ
と
に
、
そ
の
復
活
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
身
体
を
賛
美
し
、
そ
の
昇
天
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
身
体
を

何
よ
り
も
高
め
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
最
も
高
貴
な
血
を
自
ら
の
愛
の
甘
美
な
約
束
と
し
て
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
、
そ
の
福
音

を
絶
え
間
な
い
証
と
し
て
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
、
私
た
ち
に
数
え
切
れ
な
い
模
範―

使
徒
や
殉
教
者
や
証
聖
者
や
処
女
た
ち
に
よ
る
格

言
や
書
物
や
奇
跡
や
受
難
や
死―

を
あ
な
た
の
救
済
と
慰
め
と
祈
り
の
生
活
と
知
識
と
生
命
の
た
め
に
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
、
感
謝
し

な
さ
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
す
べ
て
が
あ
な
た
の
救
済
の
た
め
に
働
い
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
な
さ
い
。
神
が
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
洗
礼
の
恵

み
と
救
済
の
贈
り
物
を
あ
な
た
に
も
た
ら
し
て
く
れ
た
こ
と
に
、
あ
な
た
を
多
く
の
危
険
か
ら
救
い
出
し
、
あ
な
た
が
罪
を
お
か
し
て
も
我
慢

し
、
あ
な
た
が
間
違
い
を
犯
し
て
も
許
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
、
禁
欲
の
恵
み
と
許
し
の
希
望
を
、
善
き
働
き
の
恵
み
と
苦
し
み
の
受
容
を

あ
な
た
に
も
た
ら
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
、感
謝
し
な
さ
い
。
あ
な
た
が
受
け
た
苦
し
み
の
大
き
さ
が
あ
な
た
の
栄
光
を
決
め
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
ゆ
え
、
あ
な
た
の
う
ち
に
神
の
恵
み
が
増
え
る
よ
う
に
と
、
神
の
名
誉
と
あ
な
た
の
魂
の
救
済
に
相
応
し
い
生
き
方
が
で
き
る
よ
う
に
と
、

あ
な
た
と
あ
な
た
の
仲
間
の
修
道
士
た
ち
が
聖
人
の
喜
び
に
備
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
、
心
の
底
か
ら
神
に
願
い
な
さ
い
。
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第
三
章　

聖
務
日
課
の
心
得

　
（
聖
務
日
課
に
向
け
て
の
）
あ
な
た
の
心
の
準
備
は
す
べ
て
の
こ
と
に
行
き
届
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

宵
課

）
（（
（

の
た
め
に
起
き
る
と
き
は
、（
神
を
）
崇
め
る
準
備
を
し
な
さ
い
。
つ
ま
り
、素
早
く
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
上
が
っ
て
、眠
気
が
覚
め
た
ら
、

良
い
休
息
を
与
え
て
天
使
に
よ
っ
て
護
っ
て
く
だ
さ
っ
た
神
の
恩
寵
に
感
謝
し
な
さ
い
。
つ
ぎ
に
死
者
の
た
め
に
こ
う
言
い
な
さ
い
。「
主
よ
、

彼
ら
に
永
遠
の
休
息
を
与
え
給
え
…
。」
そ
れ
か
ら
主
の
母
を
讃
え
、
朝
課
（
の
祈
り
）
を
唱
え
な
さ
い
。
そ
の
ほ
か
の
聖
母
の
時
祷
は
、
余

暇
や
時
間
の
あ
る
と
き
に
礼
拝
堂
で
言
い
な
さ
い
。

　

礼
拝
堂
に
着
い
た
ら
、
扉
に
手
を
あ
て
て
言
い
な
さ
い
。「
悪
し
き
考
え
、
悩
み
、
企
み
、
情
動
、
肉
体
の
渇
望
よ
、
去
れ

）
（（
（

。
我
が
魂
よ
、

お
ま
え
の
主
の
喜
び
の
う
ち
に
入
れ
。
神
の
愛
を
見
つ
め
、
神
の
聖
な
る
神
殿
を
観
想
せ
よ
」
と
。
そ
し
て
、
十
字
架
の
前
で
言
い
な
さ
い
。

「
あ
な
た
を
讃
え
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
よ
、
私
た
ち
は
あ
な
た
を
讃
え
ま
す
。
聖
な
る
十
字
架
と
清
ら
か
な
傷
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
世
界
を
贖
っ

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
」
と
。「
神
よ
、
私
を
助
け
に
来
て
く
だ
さ
い

）
（（
（

」
と
い
う
冒
頭
の
言
葉
が
朗
唱
さ
れ
た
ら
、
主
な
る
神
の
御
前
に
あ
な
た

の
心
を
水
の
よ
う
に
溢
れ
さ
せ
な
さ
い
。
そ
し
て
、
心
の
な
か
で
「
主
よ
、
私
は
弱
く
、
口
を
開
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

）
（（
（

。
い
と
高
き
と
こ
ろ

に
あ
る
あ
な
た
の
手
で
私
の
口
に
触
れ
て
く
だ
さ
い

）
（（
（

。
私
の
魂
は
宴
の
ご
馳
走
で
満
た
さ
れ
る
で
し
ょ
う

）
（（
（

。
そ
し
て
、
私
の
口
は
あ
な
た
の
賛

美
と
、
日
々
の
あ
な
た
の
栄
光
と
で
満
ち
る
こ
と
で
し
ょ
う

）
（（
（

」
と
唱
え
な
さ
い
。

　

歌
隊
席

）
（（
（

で
あ
な
た
の
側
が
一
節
を
朗
唱
す
る
と
き
、
も
う
一
方
の
側
の
歌
隊
席
が
言
っ
た
一
節
を
心
の
中
で
唱
え
な
さ
い
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ

の
節
に
霊
的
瞑
想
と
い
う
ス
パ
イ
ス
を
ふ
り
か
け
な
さ
い
。
主
は
繊
細
な
の
で
選
ば
れ
た
食
物
し
か
捧
げ
て
は
い
け
な
い
か
ら
で
す
。

　

原
則
と
し
て
、
両
眼
は
で
き
る
か
ぎ
り
、
自
分
の
人
間
的
弱
さ
が
耐
え
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
ら
の
正
面
の
一
か
所
に
向
け
て
い
な
さ

い
。
落
ち
着
き
の
な
い
視
線
は
、
心
の
安
定
に
と
っ
て
最
大
の
害
と
な
る
か
ら
で
す
。
謙
虚
な
心
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
主
の
御
姿
を
思
い

描
い
て
、
主
が
あ
な
た
の
目
の
前
に
あ
る
飼
い
葉
桶
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
想
像
し
な
さ
い
。
悔
恨
の
情
を
抱
く
た
め
に
は
、
主
が
十
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字
架
の
上
に
磔
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
思
い
描
き
な
さ
い
。
釘
と
棘
と
唾
と
大
き
く
開
い
た
傷
口
の
た
め
に
、
悲
し
み
、
感
謝
し
な
さ
い
。

つ
ぎ
に
、（
主
の
）
あ
ら
ゆ
る
知
恵
と
知
識
が
宿
っ
て
お
ら
れ
る
聖
な
る
主
の
御
心

）
（（
（

を
、
心
の
な
か
で
仰
ぎ
見
な
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、（
主
の
）

肩
甲
骨
と
十
字
架
の
間
に
あ
な
た
の
頭
を
置
い
て
、（
主
を
）
残
忍
に
切
り
刻
ん
だ
傷
口
に
く
ち
づ
け
し
、
そ
の
あ
い
だ
心
の
な
か
で
こ
う
言

い
な
さ
い
。「
な
ぜ
こ
の
血
が
流
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か

）
（（
（

。
私
は
い
ま
、
渇
き
の
た
め
に
死
に
か
け
て
い
る

）
（（
（

。
こ
こ
に
来
て
、
救

い
主
の
泉
か
ら
飲
み
、
私
の
舌
を
冷
や
さ
ず
に
お
い
て
よ
い
も
の
か
。」
そ
し
て
、
心
の
な
か
で
主
の
御
言
葉
を
聞
き
な
さ
い

）
（（
（

。「
渇
い
て
い
る

者
が
い
れ
ば
、
招
い
て
飲
ま
せ
て
や
ろ
う

）
（（
（

。」
あ
な
た
は
味
わ
い
、
主
が
い
か
に
善
良
で
、
柔
和
で
、
謙
虚
な
心
の
持
ち
主
で
あ
る
か
を
知
る

だ
ろ
う

）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
努
力
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
神
に
気
に
入
ら
れ
る
で
し
ょ
う

）
（（
（

。
こ
れ
ら
の
心
構
え
に
よ
っ
て
、
彼
（
神
）
の
関
心
が
あ
な

た
に
向
く
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
の
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
に
類
似
し
た
愛
情
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
は
（
あ
な
た
の
）
心
の
な
か
に
現
れ
、
そ
こ

か
ら
去
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。
主
は
再
び
応
え
て
く
だ
さ
る
で
し
ょ
う
「
あ
な
た
は
私
に
何
を
し
て
も
ら
い
た
い
の
か
？
」
と
。
か
つ
て

（
そ
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
と
き
）、
盲
目
の
男
は
叫
び
ま
し
た
。「
ダ
ビ
デ
の
子
よ
、
私
を
憐
れ
ん
で
く
だ
さ
い

）
（（
（

」
と
。
お
お
、
喜
び
に
満
ち
た

勝
利
の
叫
び

）
（（
（

、「
あ
な
た
は
私
に
何
を
し
て
も
ら
い
た
い
の
か
？
」　

愛
し
い
イ
エ
ス
よ
、
私
の
た
だ
ひ
と
つ
の
願
い
は
、
あ
な
た
の
選
ば
れ
し

者
た
ち
の
な
か
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
「
あ
な
た
の
選
ば
れ
し
者
た
ち
の
喜
び
に
触
れ
る

）
（（
（

」
こ
と
。
こ
れ
ら
の
考
え
に
よ
っ
て
、

た
く
さ
ん
の
歓
喜
が
あ
な
た
の
魂
に
も
た
ら
さ
れ
、
天
使
た
ち
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
す
ら
と
る
に
た
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
え
る
よ
う
に

な
る
で
し
ょ
う
。

　

私
が
知
る
或
る
修
道
士
は
、
し
ば
し
ば
朝
課
を
昼
間
ま
で
延
長
し
よ
う
と
し
た
が
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
は
、
不
思
議
な
波

）
（（
（

や
、

キ
リ
ス
ト
の
苦
し
み
の
激
し
さ
と
苦
悩
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
、
い
と
高
き
と
こ
ろ―

そ
れ
は
つ
ま
り
十
字
架
の
上―

に
お
ら
れ
る
主
の
力

）
（（
（

に

つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
彼
は
、
創
造
主
た
る
神
の
偉
大
な
る
善
良
さ
と
、
自
ら
の
血
を
も
っ
て
私
た
ち
の
罪
を
贖
わ
れ
た

救
世
主
の
愛
と
に
、
驚
嘆
し
ま
し
た
。
彼
は
ま
た
、
あ
ら
か
じ
め
私
た
ち
に
恩
寵
を
与
え
て
く
だ
さ
り

）
（（
（

、
人
類
の
救
済
の
た
め
に
大
い
に
心
を

尽
く
し
て
く
だ
さ
る）

（（
（

神
の
偉
大
な
る
寛
大
さ
に
感
嘆
し
ま
し
た
。
彼
（
修
道
士
）
は
、
彼
（
神
）
が
十
字
架
上
で
見
せ
ら
れ
た
偉
大
な
る
謙
遜
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と
、
死
に
際
し
て
見
せ
ら
れ
た
神
性
と
、
死
か
ら
甦
っ
た
と
き
に
見
せ
ら
れ
た
驚
く
べ
き
力
と
、
天
へ
昇
ら
れ
た
と
き
に
見
せ
ら
れ
た
栄
光
と

を
、
賛
美
し
ま
し
た
。
彼
（
修
道
士
）
は
十
字
架
の
神
秘
、
す
な
わ
ち
私
た
ち
の
た
め
の
贖
罪
の
方
法
と
原
因
と
成
果
に
、
驚
嘆
し
ま
し
た
。

第
四
章　

瞑
想
の
た
め
の
七
つ
の
方
法

　

驚
き
を
も
っ
て
イ
エ
ス
を
見
つ
め
、
同
様
に
彼
の
聖
な
る
御
名
を
た
た
え
な
さ
い
。
イ
エ
ス
と
と
も
に
あ
り
な
が
ら
ま
だ
あ
な
た
の
人
生
に

足
り
な
い
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
い
つ
い
か
な
る
と
き
も
彼
に
助
け
を
求
め
な
さ
い
。
つ
ね
に
こ
の
こ
と
に
励
み
な
さ
い
。
す
べ
て
の
こ

と
に
お
い
て
神
に
感
謝
し
な
さ
い
。
イ
エ
ス
に
よ
っ
て
神
に
感
謝
し
な
さ
い

）
（（
（

。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
乳
飲
み
子
の
よ
う
に

）
（（
（

、
こ
の
乳
を
求
め
な

さ
い
。
恩
寵
の
母
の
翼
の
下
で
、（
こ
の
乳
に
よ
っ
て
）
あ
な
た
が
健
や
か
に
育
つ
よ
う
に
。
そ
こ
に
い
る
こ
と
に
満
足
し
、「
高
み
を
目
指
し

な
さ
い
」
と
告
げ
ら
れ
る
ま
で
、
す
な
わ
ち
神
御
自
身
に
つ
い
て
の
よ
り
崇
高
で
高
尚
な
観
想
へ
と
昇
る
と
き
が
く
る
ま
で
、
こ
の
庇
護
の
翼

の
下
に
と
ど
ま
り
な
さ
い
。

　

第
一
の
方
法
。
賛
美
し
た
い
な
ら
ば
、
こ
う
言
い
な
さ
い

）
（（
（

。「
主
よ
、
わ
た
し
た
ち
の
主
よ
、
あ
な
た
の
御
名
は
、
い
か
に
力
強
く
全
地
に

満
ち
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う

）
（（
（

。」「
御
恵
み
は
い
か
に
豊
か
な
こ
と
で
し
ょ
う

）
（（
（

。」「
い
か
に
幸
い
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
家
に
住
む
こ
と

が
で
き
る
な
ら

）
（（
（

。」「
あ
な
た
の
い
ま
す
と
こ
ろ
は
、
ど
れ
ほ
ど
愛
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う

）
（（
（

。」「
御
業
は
い
か
に
大
き
い
こ
と
で
し
ょ
う

）
（（
（

。」

「
あ
な
た
の
約
束
は
わ
た
し
の
口
に
蜜
の
よ
う
に
甘
い

）
（（
（

。」 

　

第
二
の
方
法
。
称
賛
し
た
い
な
ら
ば
、
こ
う
言
い
な
さ
い

）
（（
（

。
た
と
え
ば
、「
主
の
御
名
が
た
た
え
ら
れ
る
よ
う
に

）
（（
（

。」「
造
ら
れ
た
も
の
が
す

べ
て
、
あ
な
た
に
感
謝
し
ま
す
よ
う
に

）
（（
（

。」「
す
べ
て
肉
な
る
も
の
は
聖
な
る
御
名
を
た
た
え
ま
す

）
（（
（

。」

　

第
三
の
方
法
。
比
較
す
る
。
た
と
え
ば
、「
父
が
そ
の
子
を
憐
れ
む
よ
う
に

）
（（
（

。」「
鹿
が
水
を
求
め
る
よ
う
に

）
（（
（

。」「
渇
い
た
大
地
の
よ
う
な
わ

た
し
の
魂
を
、
あ
な
た
に
向
け
ま
す

）
（（
（

。」「
も
て
な
し
を
受
け
た
よ
う
に
、
わ
た
し
の
魂
は
満
ち
足
り
ま
し
た

）
（（
（

。」
人
間
の
弱
さ
を
反
映
し
て
、
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こ
う
も
言
う
。「
わ
た
し
た
ち
は
塵
に
す
ぎ
な
い

）
（（
（

。」「
人
の
生
涯
は
草
の
よ
う

）
（（
（

。」「
屋
根
の
草
の
よ
う
に
な
れ

）
（（
（

」、
等
々
。

　

第
四
の
方
法
。
願
望
の
声
。
た
と
え
ば
、「
い
つ
御
前
に
出
て
、
神
の
御
顔
を
仰
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
か

）
（（
（

。」
願
望
と
訴
え
の
声
は
、
こ
う
も

言
う
。「
目
覚
め
よ
！
主
よ
、
な
ぜ
眠
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か

）
（（
（

。
な
ぜ
、
御
顔
を
隠
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す
か

）
（（
（

。」「
な
ぜ
、
わ
た
し
を
お
忘

れ
に
な
っ
た
の
か

）
（（
（

」、
等
々
。

　

第
五
の
方
法
。
パ
ン
屑
の
入
っ
た
十
二
の
籠

）
（（
（

を
持
つ
天
使
た
ち
を
し
た
が
え
て
イ
エ
ス
が
歌
隊
席
を
歩
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
思
い
描
き
な
さ

い
。
そ
の
パ
ン
屑
は
天
の
宮
殿
の
主
人
の
食
卓
か
ら
落
ち
た
も
の

）
（（
（

、
神
が
御
自
分
を
愛
す
る
者
た
ち
に
準
備
さ
れ
た
も
の

）
（（
（

、
恵
み
深
い
神
が
貧

し
い
人
に
備
え
ら
れ
た
も
の
で
す

）
（（
（

。
そ
し
て
、こ
う
言
い
な
さ
い
。「
わ
た
し
の
家
に
は
パ
ン
も
な
い

）
（（
（

」
と
。
ま
た
、こ
う
も
言
い
な
さ
い
。「
打

ち
ひ
し
が
れ
た
心
は
、
草
の
よ
う
に
乾
く
。
わ
た
し
は
パ
ン
を
食
べ
る
こ
と
す
ら
忘
れ
た

）
（（
（

」
と
。
そ
う
す
る
と
、
憐
み
の
源
は
あ
な
た
に
こ
う

言
う
で
し
ょ
う
。「
口
を
広
く
開
け
よ
、
わ
た
し
は
そ
れ
を
満
た
そ
う

）
（（
（

」
と
。

　

第
六
の
方
法
。
神
の
祝
福
を
受
け
て
、神
の
マ
ナ

）
（（
（

を
食
し
た
ら
、あ
な
た
の
す
べ
て
の
骨
で
神
に
お
い
て
喜
び

）
（（
（

、こ
う
言
い
な
さ
い
。「
主
よ
、

あ
な
た
に
並
ぶ
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん

）
（（
（

」
と
。
こ
の
よ
う
に
す
る
の
は
、
こ
の
食
べ
物
に
四
十
日
四
十
夜
力
づ
け
ら
れ
る
た
め

）
（（
（

、
そ
し
て
、「
主

に
求
め
る
人
に
は
良
い
も
の
の
欠
け
る
こ
と
が
な
い

）
（（
（

」
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
真
実
で
あ
る
か
を
つ
ね
に
感
じ
る
た
め
で
す
。

　

第
七
の
方
法
。
い
つ
も
心
の
な
か
で
、ま
た
唇
で
、感
謝
し
な
さ
い
。
こ
と
に
、神
が
あ
な
た
を
多
く
の
危
険
と
「
仕
掛
け
ら
れ
た
罠
か
ら

）
（（
（

」、

特
に
悪
魔
が
示
し
た
肉
体
と
俗
世
の
さ
ま
ざ
ま
な
誘
惑
か
ら
救
い
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
感
謝
し
な
さ
い
。

第
五
章　

瞑
想
の
た
め
の
七
つ
の
方
法
の
ま
と
め

　

ど
こ
に
い
て
も
、
こ
れ
ら
の
高
ら
か
に
鳴
る
シ
ン
バ
ル

）
（（
（

を
使
い
な
さ
い
。
あ
な
た
が
見
聞
き
し
た
も
の
に
よ
っ
て
、
神
の
善
良
さ
を
称
え
な

さ
い
。
ま
た
あ
る
と
き
に
は
、（
神
の
）
祝
福
で
あ
な
た
自
身
が
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼
に
感
謝
し
な
さ
い
。
さ
ら
に
別
の
と
き
に
は
、
そ
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の
顔
に
輝
く
栄
光

）
（（
（

を
熱
望
し
渇
望
し
な
さ
い
。
そ
う
し
て
、
自
分
の
う
ち
に
神
の
恩
寵
に
対
す
る
気
持
ち
の
高
ま
り
を
感
じ
な
さ
い
。
主
や
天

使
た
ち
に
よ
っ
て
あ
な
た
の
な
か
で
霊
的
に
活
発
に
さ
れ
た
も
の
、（
私
た
ち
の
た
め
の
）
贖
罪
の
業
に
係
る
出
来
事
や
環
境
と
の
か
か
わ
り

で
言
わ
れ
た
こ
と
や
起
こ
っ
た
こ
と
を
、
心
の
な
か
だ
け
に
と
ど
め
て
お
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
と
き
も
、
絶
え
間
な
く
神
に
感

謝
し
な
さ
い
。第

六
章　

瞑
想
の
さ
ま
ざ
ま
な
形

　

瞑
想
（
の
た
め
の
題
材
）
を
順
序
立
て
る
と
き
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
に
つ
い
て
思
い
出
し
な
さ
い
。
天
使
に
よ
る
マ
リ
ア
へ
の
挨
拶

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
は
、
天
使
が
挨
拶
し
た
と
き
に
幸
い
な
る
マ
リ
ア
が
イ
ザ
ヤ
の
預
言
書
を
読
ん
で
い
た
こ
と
、
ま
た
、
彼
女
が
恩
寵
に

満
た
さ
れ
た
と
き
に
言
葉
に
な
ら
な
い
喜
び
を
感
じ
た
こ
と
、
天
と
地
と
海
と
す
べ
て
の
深
淵
を
統
べ
る
力
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
彼
女
が
気

づ
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
全
世
界
の
救
済
と
天
国
の
再
興
と
が
（
同
意
を
示
し
た
）
彼
女
の
う
な
ず
き
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
、
畏
敬
の
念

を
も
っ
て
想
像
し
な
さ
い
。

　

キ
リ
ス
ト
の
誕
生
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
は
、（
福
音
書
に
）
書
か
れ
て
い
な
い
諸
々
の
事

）
（（
（

に
つ
い
て
、
大
い
に
思
い
を
馳
せ
な
さ
い
。
マ

ギ
た
ち
の
目
に
（
キ
リ
ス
ト
が
）
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
か
、
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
重
要
で
力
を
持
っ
た
男
（
マ
ギ
）
た
ち
が
平
伏
し
て
服
従
し

た
い
と
ま
で
思
っ
た
キ
リ
ス
ト
の
表
情
や
眼
差
し
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
を
想
像
し
な
さ
い
。
私
が
こ
こ
に
簡
潔
に
註
釈
し
た
こ

と
は
、『
隠
修
者
の
た
め
の
生
活
規
則

）
（（
（

』
と
題
さ
れ
た
エ
ル
レ
ッ
ド
の
小
論
に
含
ま
れ
て
い
る
「
瞑
想
に
つ
い
て

）
（（
（

」
の
な
か
に
、
よ
り
詳
し
く

書
か
れ
て
い
る
。

　

神
殿
奉
献
に
つ
い
て
考
え
、
シ
メ
オ
ン
が
聖
霊
に
よ
っ
て
い
か
に
満
た
さ
れ
た
か

）
（（
（

、
ヨ
セ
フ
と
マ
リ
ア
が
三
日
間
も
彼
（
イ
エ
ス
）
を
捜
し

回
っ
た
こ
と
を

）
（（（
（

、
思
い
な
さ
い
。
そ
の
あ
い
だ
彼
は
ど
こ
に
い
た
で
し
ょ
う
か
。
家
々
の
戸
を
叩
い
て
入
れ
て
く
れ
と
頼
ん
で
い
た
の
で
し
ょ
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う
か
。
そ
れ
と
も
、
天
使
た
ち
に
囲
ま
れ
て
三
日
間
す
ご
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

彼
の
洗
礼
と
、
彼
の
荘
厳
さ
の
顕
現

）
（（（
（

に
目
撃
者
た
ち
の
目
が
い
か
に
釘
付
け
に
な
っ
た
か
、
に
つ
い
て
も
考
え
な
さ
い
。
荒
れ
野
で
の
四
十

日
間
の
断
食

）
（（（
（

と
、
人
の
子
ら
と
共
に
楽
し
む）

（（（
（

彼
が
耐
え
た
孤
独
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
考
え
な
さ
い
。
彼
の
口
か
ら
出
る

恵
み
深
い
言
葉
に
皆
が
驚
い
た）

（（（
（

説
教
活
動
に
つ
い
て
も
回
想
し
な
さ
い
。
彼
の
優
し
く
栄
光
に
満
ち
た
数
々
の
行
い
に
皆
が
ど
れ
ほ
ど
喜
ん
だ

か
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
彼
は
病
人
を
癒
し
、
一
晩
中
祈
り
ま
し
た
。
疲
れ
て
井
戸
の
端
に
座
っ
た
と
き
は
、（
サ
マ
リ
ア
の
）
女
に
丁
寧
に

頼
み
な
だ
め
て
水
を
も
ら
い
、
命
の
泉
（
で
あ
る
イ
エ
ス
）
は
お
礼
と
し
て
彼
女
に
永
遠
の
命
を
約
束
し
ま
し
た

）
（（（
（

。（
イ
エ
ス
が
）
涙
を
流
し

な
が
ら

）
（（（
（

ラ
ザ
ロ
を
生
き
返
ら
せ
に
行
っ
た
と
き
の
、
マ
グ
ダ
ラ
の
マ
リ
ア
を
受
け
入
れ
た
彼
の
優
し
さ
を
思
い
な
さ
い
。

　

エ
ル
サ
レ
ム
へ
の
入
城
に
つ
い
て
思
い
返
し
な
さ
い
。
主
の
主
が
、
鞍
も
轡
も
手
綱
も
な
し
に
ロ
バ
に
乗
り
、
十
字
架
へ
と
急
が
さ
れ
て
ゆ

く
様
子
を
。（
主
が
弟
子
の
）
足
を
洗
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
神
が
漁
師
の
、
徴
税
人
の
、
そ
う
し
た
人
々
の
足
元
に
い
る
光
景
の

な
ん
と
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
し
ょ
う
。
裏
切
り
の
時
に
彼
（
主
）
が
祈
っ
た
姿
を
心
の
中
で
思
い
描
き
な
さ
い
。
祈
っ
て
い
る
あ
い
だ
の
、（
主

の
）
落
胆
、
恐
怖
、
悲
嘆
、
そ
し
て
長
々
と
続
く
苦
悩
の
大
き
さ
、
ユ
ダ
が
口
づ
け
し
た
と
き
の
様
変
わ
り
、
使
徒
た
ち
に
見
捨
て
ら
れ
た
主）

（（（
（

が
群
衆
に
捕
ま
え
ら
れ
た
と
き
の
様
子
を
想
像
し
な
さ
い
。

　

彼
（
主
の
）
受
難
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
な
さ
い
。
嘲
笑
さ
れ
、
唾
を
か
け
ら
れ
、
殴
ら
れ
、
手
に
鎖
を
か
け
ら
れ
、
目
隠
し
を
さ
れ
、

ピ
ラ
ト
の
命
を
受
け
た
ご
ろ
つ
き
た
ち
や
ヘ
ロ
デ
の
侮
辱
（
に
苦
し
め
ら
れ
）、
磔
に
し
ろ
と
野
次
る
声
を
聞
き
、
酸
っ
ぱ
い
ワ
イ
ン
に
酔
っ

た
兵
士
た
ち
が
か
ら
か
っ
て
彼
の
前
に
跪
き
棍
棒
で
頭
を
殴
っ
て
く
る
様
子
を
。
十
字
架
の
上
の
彼
を
想
像
し
な
さ
い
。
両
手
は
夕
べ
の
供
え

物
）
（（（
（

の
よ
う
に
上
げ
ら
れ
、
四
肢
を
伸
ば
さ
れ
、
顔
は
青
ざ
め
、
骨
の
髄
ま
で
痛
め
ら
れ
、
関
節
を
折
ら
れ
た
様
を
。
つ
い
に
精
神
と
霊
が
切
り

離
さ
れ
る
ほ
ど
の
大
き
な
苦
し
み
を

）
（（（
（

。

　

時
間
の
許
す
限
り
こ
れ
ら
の
こ
と
に
熱
心
に
勤
し
め
ば
、
あ
な
た
は
き
っ
と
大
き
く
豊
か
な
海

）
（（（
（

を
見
つ
け
る
と
、
私
は
固
く
信
じ
ま
す
。

　

十
字
架
の
上
の
キ
リ
ス
ト
を
思
い
描
き
な
さ
い
。
十
字
架
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
ま
ま
、
非
難
と
愚
弄
を
山
ほ
ど
浴
び
せ
ら
れ
、
身
体
を
ず
た
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ず
た
に
傷
つ
け
ら
れ
、
鞭
と
棘
で
肉
を
切
り
裂
か
れ
た
姿
を
。
憐
み
と
愛
に
満
ち
た
彼
の
視
線
が
、
破
滅
の
子
で
あ
る
あ
な
た
に
注
が
れ
る
と

こ
ろ
を
思
い
描
き
な
さ
い
。
嘆
き
に
満
た
さ
れ
て
、
自
ら
の
恩
知
ら
ず
さ
を
捨
て
払
い
、
自
ら
の
心
の
頑
な
さ
を
非
難
し
な
さ
い
。

　

苦
し
ん
で
い
る
の
は
誰
で
し
ょ
う
。
彼
が
ど
ん
な
こ
と
を
誰
の
た
め
に
耐
え
忍
ん
で
い
る
の
か
、
あ
な
た
の
愛
を
獲
得
す
る
た
め
に
ど
れ
ほ

ど
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
た
か
、
あ
な
た
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
喜
ん
で
自
分
を
捧
げ
た
か
、
を
考
え
て
み
な
さ
い
。
吊
る
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
衰

弱
は
あ
な
た
の
た
め
の
も
の
、
震
え
る
四
肢
に
よ
る
蒼
白
さ
は
あ
な
た
の
た
め
の
も
の
、
流
れ
る
血
は
あ
な
た
の
た
め
の
も
の
、
十
字
架
の
上

の
最
後
の
息
は
あ
な
た
の
た
め
の
も
の
。

　

キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
は
、
死
に
か
け
て
い
る
四
肢
の
無
感
覚
さ
、
彼
を
非
難
す
る
人
々
の
乱
暴
さ
、
彼
の
傷
口
の
広
が

り
、
ま
た
、
彼
に
塗
油
し
、
彼
を
包
み
、
埋
葬
し
た
弟
子
た
ち
の
心
配
、
兵
士
た
ち
が
近
く
で
監
視
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
こ

れ
ら
に
つ
い
て
真
剣
に
考
え
れ
ば
、
あ
な
た
も
き
っ
と
涙
を
流
す
こ
と
で
し
ょ
う
。
ゆ
え
に
、
尋
ね
な
さ
い
。
神
の
御
心
は
、
そ
し
て
な
に
よ

り
、
深
い
地
の
底
も
御
手
の
内
に
あ
る）

（（（
（

神
の
力
は
、
そ
の
と
き
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
と
。

　

キ
リ
ス
ト
の
冥
府
下
り
を
回
想
し
な
さ
い
。
浴
び
せ
ら
れ
た
新
し
い
光
の
眩
し
さ
に
、
宴
の
用
意
を
し
て
い
た
悪
魔
た
ち
は
呆
然
と
し
て
、

悲
鳴
を
あ
げ
歯
ぎ
し
り
を
す
る
口
は
沈
黙
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
暗
闇
と
死
の
陰
に
座
し
て
い
る
者
た
ち

）
（（（
（

を
、
敵
の
手
、
悪
魔
の
喉
元
、

地
獄
の
底
か
ら
（
主
が
）
奪
い
取
り
、
自
ら
の
素
晴
ら
し
い
光
の
も
と
へ
と
呼
び
戻
し
た
と
き
、
選
ば
れ
た
者
た
ち
に
（
主
が
）
注
ぎ
込
ん
だ

希
望
を
思
い
描
き
な
さ
い
。

　

復
活
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
は
、
主
の
体
か
ら
溢
れ
出
る
光
が
い
か
に
ま
ぶ
し
く

）
（（（
（

、
弟
子
た
ち
の
喜
び
が
い
か
に
大
き
く
、
母
で
あ
る
お
と

め
に
向
け
ら
れ
た
祝
福
が
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
考
え
な
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
、聖
母
の
喜
び
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
。

主
の
傷
に
触
れ
た
者
た
ち
、
高
貴
な
主
の
脇
腹
に
手
を
差
し
入
れ
た
者
た
ち
、
茨
で
開
け
ら
れ
た
主
の
額
の
穴
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
溜
息
を
つ

い
た
者
た
ち
が
、
い
か
に
驚
い
た
か
を
考
え
な
さ
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
す
べ
て
を
よ
く
考
え
た
ら
、
き
っ
と
あ
な
た
は
称
賛
の
あ
ま
り
息
も
で

き
な
く
な
り
、「
わ
た
し
の
主
、
わ
た
し
の
神
よ

）
（（（
（

」
と
し
か
言
え
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
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主
の
昇
天
に
つ
い
て
思
う
と
き
は
考
え
な
さ
い
。
も
し
あ
な
た
が
主
の
祝
福
の
た
め
に
急
げ
ば
、
主
は
使
徒
た
ち
と
と
も
に
両
手
を
挙
げ
て

あ
な
た
を
祝
福
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
を
。も
し
あ
な
た
が
天
に
昇
っ
て
ゆ
く
主
の
あ
と
を
あ
な
た
が
切
望
と
涙
と
と
も
に
追
っ
て
ゆ
け
ば
、

も
し
あ
な
た
が
主
に
出
会
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
観
想
す
る
こ
と
を
強
く
願
え
ば
、
あ
な
た
は
内
な
る
幕
屋
の
前
で
、
父
な
る
神
の
御
前

で
、
完
全
な
る
調
和
を
も
つ
天
国
の
歌
隊
席
に
加
え
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
を
。「
蝋
が
火
の
前
に
溶
け
る

）
（（（
（

」
よ
う
に
、
銀
の
塊
が
熱
に
よ
っ

て
柔
ら
か
く
な
る
よ
う
に
、
あ
な
た
の
愛
情
は
心
か
ら
溢
れ
出
す
だ
ろ
う
。
主
の
宮
殿
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
強
く
願
っ
て
い
れ
ば
、
あ
な
た
の

心
は
す
べ
て
神
の
も
と
へ
と
高
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
の
存
在
す
べ
て
が
神
の
も
と
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
、
あ
な
た
の
す
べ
て
の
力
と
と

も
に
神
の
も
と
に
置
か
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
永
遠
に
神
と
ひ
と
つ
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
に
つ
い
て
熟
考
し
、
本
当
に
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
立
ち
会
っ
た
と
感
じ
る
と
き
、
あ
な
た
は
驚
き
で
飛
び
上
が
っ
た
り
、
感
謝
で
跳

ね
回
っ
た
り
し
な
が
ら
、
高
め
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
だ
ろ
う

）
（（（
（

。
す
で
に
述
べ
た
他
の
こ
と
に
つ
い
て
も
、
よ
く
考
え
た
な
ら
ば
、
詩
編
の
作
者
が

「
怒
り
猛
る
者
も
あ
な
た
を
認
め
る
…

）
（（（
（

」
と
言
っ
た
と
き
そ
の
心
の
う
ち
に
あ
っ
た
も
の
を
、
あ
な
た
は
発
見
す
る
だ
ろ
う
。

第
七
章　

瞑
想
に
毎
日
ふ
け
っ
て
ば
か
り
で
は
い
け
な
い
こ
と

　

し
か
し
覚
え
て
お
き
な
さ
い
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
一
週
間
ず
っ
と
没
頭
し
て
い
て
は
い
け
な
い
し
、
す
べ
て
の
瞑
想
を
一
度
に
行
っ

て
も
い
け
な
い
。
上
述
し
た
十
九
の
弦
の
な
か
か
ら
、
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
、
あ
る
と
き
は
あ
れ
を
と
い
う
ふ
う
に
、
天
使
に
よ
る
マ
リ
ア
へ

の
挨
拶
、
主
の
誕
生
を
、
つ
ま
弾
き
な
さ
い

）
（（（
（

。
歓
喜
と
賛
美
の
声
の
う
ち
に
、
崇
敬
、
称
賛
、
憐
れ
み
、
切
望
、
飢
え
、
養
い
、
感
謝
と
い
う

七
つ
の
音
階
を
細
や
か
に
置
き
換
え
る
こ
と
で
、
あ
な
た
は
主
の
耳
に
甘
美
な
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
つ
く
り
だ
す
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
賛
美
と
告

白
の
声
に
よ
っ
て
世
界
を
言
祝
ぐ
と
き
、
あ
な
た
は
神
の
国
の
喜
び
を
知
る
だ
ろ
う
。

　

合
唱
が
終
わ
っ
た
ら
こ
う
言
い
な
さ
い
。「
主
よ
、
私
は
ま
だ
こ
れ
か
ら
、
ひ
と
り
で
賛
美
や
祈
り
や
詩
編
を
口
に
し
ま
す
。
こ
の
仮
の
宿
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に
あ
っ
て
、
あ
な
た
の
掟
を
わ
た
し
の
歌
と
し
ま
す

）
（（（
（

。
公
的
な
祈
り
を
終
え
て
も
、
私
は
賛
美
の
歌
を
う
た
い
つ
づ
け
ま
す

）
（（（
（

。
あ
な
た
の
栄
光

へ
と
向
か
い
、
あ
な
た
の
幕
屋
に
聖
年
の
ホ
ス
テ
ィ
ア
を
犠
牲
と
し
て
捧
げ
る
と
き
、
ど
こ
に
あ
っ
て
も
私
は
心
の
な
か
で
感
謝
し
ま
す
。」

第
八
章　

瞑
想
に
適
し
た
時
間

　

私
た
ち
が
い
つ
い
か
な
る
時
で
も
瞑
想
す
る
の
は
主
の
意
志
に
よ
る
も
の
で
す
か
ら
、
ど
ん
な
時
間
も
霊
的
な
進
歩
な
し
に
無
駄
に
す
る
よ

う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
神
と
完
全
に
一
対
一
で
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、（
瞑
想
の
た
め
の
）
定
め
ら
れ

た
時
間
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
に
よ
れ
ば
、
朝
、
す
な
わ
ち
夜
明
け
か
ら
三
時

）
（（（
（

ま
で
の
あ
い
だ
の
時
間
が
最
も
こ
れ
（
瞑
想
）

に
適
し
て
い
ま
す
。

第
九
章　

喜
ん
で
ミ
サ
に
参
加
す
る
こ
と

　

ミ
サ
に
行
く
べ
き
と
き
は
、
天
使
た
ち
が
天
国
か
ら
あ
な
た
に
落
と
し
て
く
れ
る
パ
ン
の
よ
う
に
、
諸
々
の
私
誦
ミ
サ
に
参
加
す
る
よ
う
に

と
の
招
待
を
受
け
取
り
な
さ
い
。
欲
し
が
っ
て
い
る
パ
ン
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
も
し
あ
な
た
の
代
わ
り
に
誰
か
が
ミ
サ
に
参

加
し
た
ら
、
と
想
像
し
て
み
な
さ
い
。
腹
ぺ
こ
の
あ
な
た
の
口
か
ら
誰
か
が
パ
ン
を
奪
お
う
と
し
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
。

第
十
章　

集
会
の
心
得

　

集
会
に
行
く
と
き
は
、
喜
ん
で
神
の
武
具
を
身
に
着
け
な
さ
い

）
（（（
（

。
智
慧
の
兜
、
忍
耐
の
胸
当
て
、
柔
和
の
盾
を
身
に
着
け
れ
ば
、
正
し
い
批
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判
も
不
当
な
非
難
も
打
ち
払
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う

）
（（（
（

。
も
し
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
ら
、「
こ
れ
か
ら
改
め
ま
す
」
と
だ
け
言
い
な
さ
い
。

も
し
罪
を
犯
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
覚
え
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
改
め
ま
す
」
と
言
い
な
さ
い
。
こ
れ
ら
に
何
も
足
し
た
り
引
い
た
り
し
て

は
い
け
な
い
し
、
怒
鳴
っ
た
り
言
い
訳
を
し
て
も
い
け
ま
せ
ん
。

（
受
難
の
前
の
主
の
集
会
）
（（（
（

）

　

裁
き
に
進
み
出
る
と
き
は
、
理
由
も
な
く
責
め
ら
れ
た
主
の
集
会
の
こ
と
を
、
総
督
ピ
ラ
ト
、
主
に
わ
め
き
散
ら
す
フ
ァ
リ
サ
イ
派
、
罵
声

を
飛
ば
す
兵
士
た
ち
の
こ
と
を
考
え
な
さ
い
。
家
来
た
ち
と
と
も
に
い
る
王
た
ち
や
総
督
た
ち
の
前
に
引
き
出
さ
れ
た
聖
な
る
殉
教
者
た
ち
の

集
会
の
こ
と
を
考
え
な
さ
い
。
主
の
御
前
で
数
千
の
悪
魔
た
ち
に
わ
め
き
散
ら
さ
れ
、
無
数
の
者
た
ち
が
あ
な
た
を
嘘
で
非
難
す
る
死
後
の
厳

し
い
集
会
の
こ
と
を
考
え
な
さ
い
。
そ
れ
で
も
、
あ
な
た
が
ひ
ど
く
扱
わ
れ
て
い
る
（
と
感
じ
る
）
の
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
楽
に

な
る
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
を
責
め
る
人
は
、
神
の
剃
刀
で
あ
る
と
考
え
な
さ
い
。
そ
の
剃
刀
は
、
あ
な
た
の
目
障
り
な
髪
を
落
し
て
、
あ
な
た

が
人
の
子
た
ち
よ
り
も
美
し
く
な
る
よ
う
に
、
そ
し
て
生
け
る
も
の
の
光
の
う
ち
に
神
の
そ
ば
で
喜
ば
し
い
者
と
な
る
よ
う
に
、
天
使
た
ち
が

見
つ
め
た
が
る
王
が
あ
な
た
の
美
を
願
う
よ
う
に
し
て
く
れ
る
、
と
考
え
な
さ
い
。
こ
の
矯
正
は
天
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
追
加
の
ピ
タ
ン
テ
ィ

ア
で
あ
る
と
考
え
な
さ
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
シ
ナ
モ
ン
で
味
付
け
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
た
と
え
辛
子
で
味
付
け
さ
れ
て
い
て
も
や
は
り
美
味

し
い
の
で
あ
る
。
で
き
る
こ
と
な
ら
誰
で
あ
れ
、
あ
な
た
を
責
め
る
人
に
、
そ
の
日
の
う
ち
に
返
礼
し
な
さ
い
。
そ
の
人
は
あ
な
た
を
罪
に
よ

る
歪
み
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
。

第
十
一
章　

手
仕
事）
（（（
（
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手
仕
事
の
休
憩
時
間
中
は
、
人
目
が
届
か
な
い
所
に
行
っ
た
り
、
他
の
者
た
ち
か
ら
離
れ
て
座
っ
た
り
せ
ず
、
信
仰
篤
い
人
々
を
見
つ
め
、

イ
エ
ス
と
と
も
に
教
師
た
ち
の
な
か
に
座
り
、
永
遠
の
休
息
に
つ
い
て
静
か
に
考
え
な
さ
い
。
あ
る
と
き
私
た
ち
の
兄
弟
の
ひ
と
り
が
、
休
憩

中
の
他
の
者
た
ち
か
ら
遠
く
離
れ
て
一
人
で
座
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
肉
の
衝
動

）
（（（
（

に
激
し
く
襲
わ
れ
始
め
、「
城
塞
へ
行
け
」
と
い
う
声
を
聞
い

た
）
（（（
（

。
そ
し
て
、
他
の
者
た
ち
が
い
る
と
こ
ろ
に
来
た
ら
、
そ
の
衝
動
は
消
失
し
た
。

第
十
二
章　

食
事

　

食
堂
へ
行
く
と
き
は
、
最
初
に
入
っ
て
も
最
後
に
入
っ
て
も
い
け
な
い

）
（（（
（

。
自
分
の
前
に
用
意
さ
れ
た
食
事
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
そ
れ
を
全
部
と
り
か
え
て
も
ら
わ
ず

）
（（（
（

、
食
べ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
少
し
だ
け
口
に
し
な
さ
い
。
も
し
誰
か
に
食
べ
な
さ
い
と

強
く
勧
め
ら
れ
た
ら
、
手
話
で
た
だ
こ
う
答
え
な
さ
い
。「
美
味
し
い
で
す
、
た
く
さ
ん
で
す
、
終
わ
り
ま
し
た
」
と
。
あ
な
た
に
食
事
を
用

意
す
る
た
め
に
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
が
苦
労
し
た
か
、
ま
た
、
主
が
教
養
豊
か
な
教
師
た
ち
を
使
っ
て
自
分
の
た
め
に
ど
れ
だ
け
多
く
の
霊
的

喜
び
を
与
え
て
い
る
か
、
を
考
え
な
さ
い
。
あ
な
た
の
肉
体
の
欲
求
を
満
た
す
た
め
に
魚

）
（（（
（

を
捕
っ
て
い
る
漁
師
た
ち
が
い
か
に
数
多
の
危
険
に

遭
っ
て
い
る
か
を
考
え
、
一
口
ご
と
に
感
謝
し
な
さ
い
。
ま
た
、
磔
の
キ
リ
ス
ト
が
礼
拝
堂
で
あ
な
た
の
感
謝
を
待
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
る

い
は
冷
た
い
扉
の
と
こ
ろ
で
あ
な
た
の
食
べ
残
し
を
待
っ
て
い
る
こ
と
を
、
考
え
な
さ
い
。

　

五
つ
の
パ
ン
屑
で
十
字
架
を
作
り
、
心
の
な
か
で
こ
う
言
い
な
さ
い
。「
こ
こ
に
は
両
足
が
、
そ
こ
に
は
両
手
が
磔
に
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は

頭
が
置
か
れ
、
こ
こ
で
は
脇
腹
か
ら
水
と
血
の
形
を
と
っ
て
、
慈
し
み
と
豊
か
な
贖
い

）
（（（
（

が
、
流
れ
出
す
。」
と
き
に
は
ピ
タ
ン
テ
ィ
ア
な
い
し

は
パ
ン
の
三
分
の
一
を
残
し
て

）
（（（
（

、
心
の
な
か
で
唱
え
な
さ
い
。「
主
よ
、
こ
の
分
の
代
わ
り
に
あ
な
た
は
私
に
何
を
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
。

取
引
を
し
ま
し
ょ
う
。
ど
れ
だ
け
の
涙
を
、
ど
れ
だ
け
の
聖
な
る
願
い
を
、
ど
れ
だ
け
の
聖
霊
の
慰
め
を
、
ど
れ
だ
け
の
恩
寵
と
い
う
保
護
を
、

ど
れ
だ
け
の
愛
に
満
ち
満
ち
た
眼
差
し
を
、
こ
の
パ
ン
の
代
償
と
し
て
あ
な
た
は
私
に
与
え
て
く
だ
さ
い
ま
す
か
。」
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第
十
三
章　

節
制）
（（（
（

　

完
全
な
節
食

）
（（（
（

を
私
は
あ
な
た
に
禁
止
す
る

）
（（（
（

。
あ
な
た
は
毎
日
つ
ぎ
の
よ
う
に
食
事
を
摂
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
長
中
の
者
は
、
一
リ
ブ

ラ
の
パ
ン
の
う
ち
四
分
の
一
を
残
し
て
、
四
分
の
三
を
食
べ
る
こ
と

）
（（（
（

。
や
が
て
、
三
分
割
し
た
う
ち
の
二
つ
で
足
り
る
よ
う
に
な
る
。
消
化
吸

収
し
や
す
い
副
食
は
、（
二
品
の
う
ち
）
良
い
も
の
を
一
つ
、
あ
る
い
は
、
も
し
両
方
と
も
良
け
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
半
分
ず
つ
の
量
を
食
べ
る
こ

と
）
（（（
（

。
出
さ
れ
た
ワ
イ
ン
や
ビ
ー
ル
が
中
く
ら
い
の
量
か
小
量
な
ら
ば
、
四
分
の
三
、
あ
る
い
は
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
飲
み
な
さ
い

）
（（（
（

。
そ
れ
ら

は
食
べ
物
の
消
化
を
助
け
て
頭
痛
を
治
す
効
果
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
酔
わ
な
い
状
態
を
維
持
す
る
よ
う
に
常
に
注
意
し
て
、
聖
書

が
警
告
し
て
く
れ
て
い
る
ノ
ア
、
ロ
ト
、
ナ
バ
ル
の
酩
酊

）
（（（
（

に
よ
っ
て
生
じ
た
悪
の
大
き
さ
を
心
に
留
め
て
お
き
な
さ
い
。
節
制
に
お
い
て
は
か

の
使
徒
が
特
に
勧
め
る
よ
う
に
行
い
な
さ
い
。
か
の
使
徒
は
出
さ
れ
た
も
の
に
満
足
し
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る

）
（（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
な
た
も
出
さ

れ
た
も
の
に
感
謝
し
て
い
つ
も
満
足
し
な
さ
い
。
十
分
な
量
が
あ
る
と
き
も
少
な
い
と
き
も
、
つ
ね
に
神
に
感
謝
し
て
、
決
し
て
文
句
を
言
っ

て
は
な
ら
な
い
。

第
十
四
章　

夢
精）
（（（
（

　

夜
、
眠
っ
て
い
る
間
に
夢
精
し
て
し
ま
っ
て
も
、
あ
ま
り
悲
嘆
す
る
必
要
は
な
い
。
翌
朝
、
ミ
サ
に
招
か
れ
て
奉
仕
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

た
ら
、
慣
習
に
し
た
が
っ
て

）
（（（
（

、
皆
の
前
で
手
話
を
使
い
丁
重
に
辞
退
し
な
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
皆
が
あ
な
た
の
夜
の
穢
れ
の
こ
と
を
理
解
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
と
き
私
た
ち
の
一
人
が
、
ミ
サ
に
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
修
練
者
た
ち
の
目
の
前
で
そ
れ
を
行
っ
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
彼
は
よ
り
大
き
な
恥
を
知
る
こ
と
が
で
き
て
、
誘
惑
か
ら
解
放
さ
れ
、
こ
う
し
た
欲
情
が
起
こ
る
回
数
も
じ
き



115　　中世シトー会の修練者生活指導

に
年
に
一
、二
回
ま
で
に
減
っ
た
。こ
の
こ
と
は
神
の
御
言
葉
が
い
か
に
真
実
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。「
私
を
讃
え
る
者
を
私
は
讃
え
よ
う

）
（（（
（

。」

へ
り
く
だ
る
者
は
高
め
ら
れ

）
（（（
（

、
神
は
謙
遜
な
者
に
は
恵
み
を
お
与
え
に
な
る

）
（（（
（

。

第
十
五
章　

聖
書
を
読
む

　

読
書
の
時
間
に
は
、
初
心
者
の
う
ち
は
修
道
院
慣
習
、
交
唱
集
、
詩
編
集
を
読
む
よ
う
に
心
が
け
な
さ
い
。
ま
た
、『
師
父
た
ち
の
伝
記
』、

聖
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
『
対
話
』
を
読
み
な
さ
い
。
修
道
生
活
に
馴
染
ん
で
霊
操
の
経
験
を
積
み
、
し
っ
か
り
し
て
き
た
ら
、
年
々
、
時
と
所
に

応
じ
て
、
よ
り
固
い
も
の
を
食
べ
る
よ
う
に
し
な
さ
い
。（
す
な
わ
ち
、）
自
分
の
能
力
に
相
応
し
い
範
囲
で
新
約
聖
書
と
旧
約
聖
書
を
読
み
進

め
な
さ
い
。

　

知
識
を
増
や
す
目
的
で
聖
書
を
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
単
な
る
好
奇
心
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
有
名
に
な
っ
て
虚
し
い
名
声
、
す

な
わ
ち
虚
栄
を
得
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
嫌
い
な
者
を
罵
る
た
め
の
材
料
を
探
す
た
め
に
読
ん
で
も
い
け
な
い
。
そ
れ
は
悪
意
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
聖
書
を
、
魂
の
姿
を
映
し
出
す
鏡
の
代
わ
り
と
し
て
使
い
な
さ
い
。
そ
れ
は
汚
れ
た
も
の
を
映
し
出
し
て
、
正

し
く
し
て
く
れ
る
し
、
美
し
い
も
の
を
映
し
出
し
て
、
よ
り
輝
き
を
増
し
て
く
れ
ま
す
。
あ
な
た
が
読
む
言
葉
は
神
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
覚

え
て
お
き
な
さ
い
。
神
は
自
ら
の
法
を
た
だ
知
ら
れ
読
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
成
就
さ
れ
実
行
さ
れ
る
た
め
に
定
め
ら
れ
ま
し
た
。
だ
か
ら
、

「
こ
れ
を
行
う
人
は
す
ぐ
れ
た
思
慮
を
得
る

）
（（（
（

」
の
で
す
。
ま
た
、
呼
ん
だ
こ
と
を
暗
記
す
る
よ
う
心
が
け
な
さ
い
。

　

か
つ
て
こ
の
地
域
に
、
ま
っ
た
く
無
知
で
、
た
だ
素
朴
で
善
良
な
ば
か
り
の
一
人
の
男
が
い
た
。
彼
は
聖
霊
の
働
き
を
心
で
感
じ
、
詩
編
の

第
一
編
を
父
（
な
る
神
）
に
、
第
二
編
を
子
（
な
る
神
）
に
、
第
三
編
を
聖
霊
に
捧
げ
る
こ
と
を
決
心
し
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
詩

編
に
対
し
て
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
そ
う
と
決
め
た
。
こ
う
し
て
彼
は
さ
ま
ざ
ま
な
尊
い
唱
句
を
獲
得
し
て
た
い
へ
ん
な
純
粋
さ
を
身
に
つ
け
、

悪
魔
が
憑
い
た
人
々
を
癒
す
よ
う
に
ま
で
な
っ
た
。
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第
十
六
章　

特
に
勉
強
す
べ
き
書
物）
（（（
（

　

私
た
ち
の
父
で
あ
る
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
の
著
作

）
（（（
（

、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
と
『
詩
編
註
解

）
（（（
（

』、
特
に
詩
編
「
主
よ
、
御
も
と

に
身
を
寄
せ
ま
す

）
（（（
（

」
か
ら
詩
編
「
わ
が
主
に
賜
っ
た
主
の
御
言
葉

）
（（（
（

」
ま
で
と
詩
編
「
苦
難
の
中
か
ら
主
を
呼
ぶ
と

）
（（（
（

」
か
ら
最
後

）
（（（
（

ま
で
。
ギ
ル
バ
ー

ト
の
『
雅
歌
に
つ
い
て

）
（（（
（

』
も
、
ち
ょ
う
ど
あ
な
た
た
ち
の
た
め
に
書
か
れ
た
よ
う
な
作
品
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
あ
な
た
の
魂
に
調
和
を
も
た

ら
し
、
あ
な
た
の
霊
を
豊
か
に
し
、
あ
な
た
の
精
神
に
よ
り
純
粋
な
愛
を
教
え
て
く
れ
る
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
最
初
に
こ
れ
ら
の
著
作
を
読
ん
で

親
し
み
な
さ
い
。
ま
た
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
シ
ア
ヌ
ス
の
『
霊
的
談
話
集

）
（（（
（

』、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
が
修
道
者
た
ち
の
生
活
と
隠
修
生
活
へ
の
賛
美
に

つ
い
て
書
い
た
『
書
簡
集

）
（（（
（

』、
リ
ー
ヴ
ォ
ー
の
エ
ル
レ
ッ
ド
の
著
作

）
（（（
（

、
サ
ン=

テ
ィ
エ
リ
の
ギ
ヨ
ー
ム
の
『
モ
ン=

デ
ィ
ユ
の
兄
弟
た
ち
へ
の

手
紙

）
（（（
（

』、
そ
の
ほ
か
霊
的
生
活
の
た
め
の
啓
蒙
的
か
つ
指
導
的
な
著
作
類
も
熱
心
に
読
み
な
さ
い
。
た
だ
し
、
慎
重
に
注
意
深
く
選
び
な
さ
い
。

そ
う
す
れ
ば
、
慎
み
深
い
習
慣
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
徳
の
性
質
と
、
善
い
行
い
の
実
践
と
を
見
出
し
、
一
度
選
ん
だ
修
道
生
活
を
決
し
て
捨
て
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、ま
と
め
る
と
こ
の
よ
う
に
な
る
。
す
べ
て
の
読
書
か
ら
徳
を
積
む
こ
と
を
学
び
と
り
な
さ
い
。
ひ
と
た
び
自
ら
選
ん
だ
か
ら
に
は
、

修
道
者
と
し
て
の
誓
い
を
お
ろ
そ
か
に
し
た
り
心
変
わ
り
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
シ
ア
ヌ
ス
が
言
っ
た
よ
う
に
、「
あ
な

た
が
歩
い
て
い
る
野
原
で
花
を
摘
む
の
が
許
さ
れ
て
も
、
野
原
そ
の
も
の
を
摘
む
の
は
許
さ
れ
な
い

）
（（（
（

」
か
ら
で
す
。
ま
た
、
モ
ン
＝
デ
ィ
ユ
の

兄
弟
た
ち
が
指
導
さ
れ
た
よ
う
に
、
愛
の
仕
事
に
つ
と
め
、
励
み
な
さ
い
。「
日
々
の
読
書
の
一
部
は
記
憶
の
深
み
に
入
れ
て
お
き
な
さ
い
。

そ
う
す
れ
ば
よ
り
よ
く
消
化
さ
れ
、
思
い
出
す
た
び
に
よ
り
豊
か
に
反
芻
さ
れ
る
か
ら
で
す
。」
時
間
を
か
け
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て

瞑
想
し
、
喜
び
を
見
出
し
な
さ
い
。

　

世
俗
的
な
本
や
霊
的
な
本
に
見
出
さ
れ
る
詭
弁
に
満
ち
た
議
論
や
非
難
の
た
め
の
論
争
は
す
べ
て
捨
て
て
し
ま
い
な
さ
い
。
こ
れ
は
友
人
と
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し
て
の
忠
告
で
す
。
そ
れ
ら
は
あ
な
た
の
心
の
静
け
さ
と
穏
や
か
さ
を
乱
し
、と
き
に
は
（
あ
な
た
の
心
を
）
す
っ
か
り
壊
し
て
し
ま
う
で
し
ょ

う
。

第
十
七
章　

私
的
な
瞑
想

　

本
を
返
し
た
あ
と
は
、私
的
な
瞑
想
の
た
め
に
時
間
を
費
や
し
な
さ
い
。
適
し
た
場
所
を
見
つ
け
た
と
き
、す
な
わ
ち
神
の
善
良
さ
に
出
会
っ

た
と
き
に
は
、
ど
こ
で
も
そ
れ
（
私
的
な
瞑
想
）
を
実
行
し
な
さ
い
。
ま
ず
最
初
に
、「
主
が
私
に
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
す
べ
て
の
も
の
の
お

礼
に
、
私
は
神
に
対
し
て
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
」
と
言
い
な
さ
い
。
こ
れ
が
第
一
で
最
大
の
問
い
で
す
。
第
二
の
問
い
は
第
一
の
問
い
に
似

て
い
ま
す
が
、「
私
の
魂
よ
、
お
ま
え
は
主
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
借
り
が
あ
る
の
か
」
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
天
使
た
ち
に
呼
び
か

け
な
が
ら
、「
来
て
聞
け
、
神
を
畏
れ
る
す
べ
て
の
者
た
ち
よ
。
彼
が
私
の
た
め
に
し
て
く
れ
た
偉
大
な
事
を
語
っ
て
聞
か
せ
よ
う
」
と
言
い

な
さ
い
。
つ
ぎ
に
、
神
へ
の
愛
に
目
を
向
け
、「
お
お
、
主
よ
。
私
に
そ
そ
が
れ
る
あ
な
た
の
憐
み
は
ま
こ
と
に
偉
大
で
す
」
と
言
い
な
さ
い
。

ゆ
え
に
、「
示
し
て
く
だ
さ
い
、
お
お
主
よ
。
昼
間
あ
な
た
が
食
事
を
し
た
り
横
に
な
っ
た
り
す
る
場
所
を

）
（（（
（

」
と
言
い
、「
ラ
ビ
、
あ
な
た
は
ど

こ
に
住
ん
で
い
る
の
で
す
か
」
と
尋
ね
な
さ
い
。「
主
よ
、
ど
こ
へ
行
か
れ
る
の
で
す
か
」
と
、
そ
し
て
ま
た
「
な
ぜ
（
今
）
私
は
あ
な
た
に

着
い
て
行
け
な
い
の
で
す
か

）
（（（
（

」
と
。

　

あ
な
た
の
心
が
楽
園
の
門
の
前
で
こ
の
よ
う
に
高
鳴
っ
て
い
る
と
き
に
、
も
し
悪
い
考
え
が
割
り
こ
ん
で
き
た
ら
、
す
ぐ
に
こ
う
言
っ
て
返

し
な
さ
い
。「
こ
れ
は
誰
の
肖
像
と
銘
か
」
と
。
そ
れ
は
皇
帝
、
す
な
わ
ち
こ
の
世
の
王
子
、
悪
魔
の
も
の
で
す
、
と
い
う
声
を
聞
い
た
ら
、

と
ど
め
に
こ
う
言
い
な
さ
い
。「
悪
し
き
者
よ
、
こ
の
金
は
、
お
前
と
一
緒
に
滅
び
て
し
ま
う
が
よ
い

）
（（（
（

。
サ
タ
ン
、
引
き
下
が
れ

）
（（（
（

。
も
う
戸
は

閉
め
た
し

）
（（（
（

、
主
は
こ
こ
で
過
越
祭
の
ご
馳
走
を
食
べ
て
い
ま
す
。
私
は
あ
な
た
の
た
め
に
戸
を
開
け
る
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
を
無
意
味
で
く
だ
ら
な
い
と
思
う
の
は
愚
か
者
だ
け
で
す
。
瞑
想
し
昼
も
夜
も
祈
り
を
捧
げ
て
、
悪
魔
を
動
け
な
く
し
て
十
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日
間
引
き
留
め
る
力
を
持
て
る
よ
う
に
な
っ
た
者
は
、
そ
の
よ
う
に
思
う
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
も
悪
い
考
え
が
払
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
、
十
字
架
の
し
る
し
を
作
っ
て
対
抗
し
な
さ
い
。

第
十
八
章　

十
字
架
の
し
る
し
の
力

　

こ
の
地
域
の
或
る
修
道
女
が
墓
場
へ
と
い
ざ
な
わ
れ
た
と
き
、
た
い
へ
ん
な
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
彼
女
は
十
字
架
を
持
っ
て
い
た
の
で

）
（（（
（

、
そ

の
磔
の
（
キ
リ
ス
ト
の
）
顔
が
、
彼
女
が
埋
葬
さ
れ
た
方
向
に
ぐ
る
り
と
向
き
、（
キ
リ
ス
ト
の
）
像
の
頭
部
が
通
常
と
は
異
な
る
位
置
に
固

定
さ
れ
て
し
ま
っ
た

）
（（（
（

。
ま
た
別
の
或
る
修
道
女
は
、
あ
る
人
と
関
係
を
も
っ
た
た
め
に
身
体
が
腐
っ
た
が
、
い
つ
も
十
字
架
の
し
る
し
の
上
に

乗
せ
て
い
た
親
指
一
本
だ
け
は
腐
敗
を
免
れ
た

）
（（（
（

。

　

私
的
な
祈
り
に
は
日
に
二
回
行
き
、
告
白
に
は
週
に
二
回
行
き
な
さ
い

）
（（（
（

。
他
の
者
と
の
接
触
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
他
の
者
の
了
解
に
よ
っ

て
、
あ
な
た
が
恥
ず
か
し
い
と
感
じ
た
り
非
難
さ
れ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
な
た
に
対
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
よ
う
に
気
を
つ

け
な
さ
い
。
私
的
な
い
し
は
公
的
な
会
話
か
ら
逃
げ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
求
め
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
森
に
な
っ
て
い
る

野
生
の
木
の
実
と
い
っ
し
ょ
で
す
。「
聞
き
手
を
教
化
し
な
い
言
葉
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
、
話
し
手
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る

）
（（（
（

」
と
記
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
使
徒
も
言
っ
て
い
ま
す
。「
あ
な
た
の
唇
を
通
し
て
悪
魔
に
語
ら
せ
て
は
い
け
な
い
。
人
々
が
聞
く
に
値
す
る
、
本
当
に
彼
ら

の
為
に
な
る
、
善
い
こ
と
だ
け
を
言
い
な
さ
い

）
（（（
（

」
と
。

第
十
九
章　

驕
ら
な
い
こ
と

　

特
に
避
け
る
べ
き
二
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
あ
な
た
に
注
意
し
て
お
き
ま
す
。
あ
な
た
の
意
志
で
な
ん
と
か
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
隠
さ
れ
た
傲
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慢
や
自
慢
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
あ
な
た
の
諸
々
の
善
い
努
力
の
こ
と
を
他
の
人
た
ち
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。
ま
た
、（
諸
々
の

善
い
努
力
に
つ
い
て
）
好
き
な
だ
け
思
い
ふ
け
っ
て
い
る
分
に
は
安
全
だ
、
と
考
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　

祈
り
、
沈
黙
、
忍
耐
、
服
従
、
ま
た
そ
の
他
の
霊
操
に
お
い
て
熱
心
な
人
を
見
か
け
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
手
本
を
あ
な
た
の
た
め
に
送
っ
て

く
だ
さ
っ
た
神
に
感
謝
し
な
さ
い
。
ま
た
、
彼
を
妬
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
ま
た
、
別
の
誰
か
が
悩
ん
で
い
る
の
を
見
か
け
た
ら
、
そ
の
よ
う

な
雲
が
あ
な
た
を
覆
っ
て
い
な
い
こ
と
を
神
に
感
謝
し
て
、「
も
し
神
が
望
ん
だ
ら
、
あ
の
よ
う
な
誘
惑
は
私
に
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
与
え
た

だ
ろ
う
か
」
と
言
い
な
さ
い
。
他
人
の
欠
点
を
非
難
し
た
り
、
他
人
の
良
心
の
壁
に
穴
を
開
け
て
そ
れ
を
崩
そ
う
と
し
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ

ん
。
こ
の
ご
ろ
強
盗
た
ち
が
ど
ん
な
目
に
遭
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
な
さ
い
。

　

上
長
者
に
何
か
を
頼
む
と
き
は
、
い
つ
も
断
ら
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
な
さ
い
。
そ
う
な
っ
た
と
き
は
、「
馬
勒
と
突
き
棒
以
上
に
、
小

さ
な
ロ
バ
に
似
合
う
も
の
な
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
主
よ
、
断
っ
て
い
た
だ
き
、
感
謝
い
た
し
ま
す
。
こ
う
し
て
あ
な
た
は
私
の
な
か
の
強
さ
を

鍛
え
て
く
だ
さ
る
の
で
す
か
ら
。
こ
の
修
道
院
の
な
か
で
、悔
悛
の
灰
と
衣
と
十
字
架
の
ほ
か
に
私
の
も
の
と
言
え
る
も
の
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
」

と
、
心
の
な
か
で
言
い
な
さ
い
。

第
二
十
章　

就
寝
時
の
瞑
想

　

床
に
就
く
と
き
は
次
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と
心
に
留
め
て
お
き
な
さ
い
。
粗
い
羊
毛
の
毛
布
と
ベ
ッ
ド
カ
バ
ー
を
見
る
と
き
は
、
埋
葬
さ
れ

る
と
き
に
あ
な
た
が
入
る
墓
場
の
寝
台
と
比
べ
な
さ
い
。
寝
台
で
は
、
あ
な
た
の
た
め
に
十
字
架
に
打
ち
付
け
ら
れ
た
聖
な
る
手
の
な
か
に
あ

な
た
の
肉
体
と
魂
を
ゆ
だ
ね
な
さ
い
。
す
べ
て
の
聖
者
た
ち
の
主
に
、
憐
れ
み
を
も
っ
て
あ
な
た
を
見
守
っ
て
い
て
ほ
し
い
と
、
罪
と
危
険
か

ら
あ
な
た
を
守
っ
て
ほ
し
い
と
、
善
な
る
も
の
の
獲
得
の
た
め
に
あ
な
た
を
慰
め
励
ま
し
て
ほ
し
い
と
、
懇
願
し
な
さ
い
。
ま
た
、
す
べ
て
の

信
仰
篤
き
死
者
た
ち
が
力
を
回
復
し
、
安
ら
か
で
健
や
か
な
者
た
ち
と
な
っ
て
、（
主
の
）
憐
み
と
永
遠
の
庇
護
を
得
ら
れ
ま
す
よ
う
に
、
と
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懇
願
し
な
さ
い
。
そ
の
あ
と
、「
お
め
で
と
う
、
聖
な
る
、
栄
光
に
満
ち
た
、
永
遠
の
処
女
、
恩
寵
に
満
ち
た
…
」
と
言
い
な
が
ら
、
聖
な
る

マ
リ
ア
に
も
懇
願
し
な
さ
い
。そ
し
て
、「
す
べ
て
の
信
仰
篤
き
死
者
た
ち
の
魂
が
神
の
憐
み
に
よ
っ
て
平
安
の
う
ち
に
憩
い
ま
す
よ
う
に
。ア
ー

メ
ン

）
（（（
（

」
と
祈
り
な
さ
い
。
も
し
眠
れ
れ
ば
、
す
べ
て
が
上
手
く
い
っ
て
い
ま
す
。
も
し
眠
れ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
は
経
験
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
こ

と
で
す
が
、「
誰
で
も
（
救
わ
れ
た
い
と
）
願
う
者
は
…

）
（（（
（

」
を
七
回
、
あ
る
い
は
七
つ
の
悔
い
改
め
の
詩
編

）
（（（
（

を
唱
え
れ
ば
、
き
っ
と
眠
り
に
つ

く
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

第
二
十
一
章　

見
せ
び
ら
か
さ
な
い
こ
と

　

こ
う
し
た
種
類
の
す
べ
て
の
努
力
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
し
な
さ
い
。
誰
に
対
し
て
も
謙
虚
で
、
穏
や
か
で
、
愛
想
良
く
、
一
生
懸
命
に

自
分
の
務
め
を
果
た
し
な
さ
い
。
自
分
の
私
的
な
瞑
想
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
隠
し
な
さ
い
。
公
的
あ
る
い
は
私
的
な
霊
操
を
行
う
と
き
は
、
他

の
者
た
ち
に
と
っ
て
何
が
有
益
で
あ
る
か
を
熟
慮
す
る
べ
き
で
す
が
、
そ
の
こ
と
を
見
せ
び
ら
か
し
な
が
ら
行
っ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

第
二
十
二
章　

服
従
が
重
ん
じ
ら
れ
る
べ
き
こ
と

　

な
に
ご
と
に
も
優
先
し
て
、
油
断
の
な
い
心
と
愛
想
良
い
顔
を
も
っ
て
服
従
す
る
よ
う
に
心
掛
け
な
さ
い

）
（（（
（

。
修
道
士
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
こ
の
美
徳
の
効
力
と
善
さ
と
が
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
神
の
憐
み
か
ら
ほ
と
ん
ど
見
放
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
も
し
大
修
道
院
長
の
命
令
に
服
従
し
つ
づ
け
、
修
道
会
に
留
ま
れ
ば
、
自
ら
の
罪
の
大
き
さ
ゆ
え
に
死
ぬ
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
、
大
修

道
院
長
は
約
束
し
ま
し
た
。
死
の
床
に
あ
る
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
、
瞼
を
閉
じ
て
ぼ
ん
や
り
し
て
横
た
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
大
修
道
院
長
が
三
日

目
に
訪
れ
る
と
、
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
目
を
開
け
て
言
い
ま
し
た
。「
服
従
は
善
い
こ
と
で
す
。
私
は
キ
リ
ス
ト
の
審
判
の
座
へ
参
り
、（
キ
リ
ス
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ト
と
）
対
面
い
た
し
ま
し
た
。
彼
は
言
い
ま
し
た
、『
お
前
が
い
る
べ
き
場
所
は
修
友
た
ち
の
な
か
だ
。
お
前
の
修
道
会
の
ど
の
修
道
士
も
、

自
分
の
修
道
会
を
愛
す
る
限
り
朽
ち
果
て
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
（
修
道
士
）
は
死
の
瞬
間
あ
る
い
は
そ
の
直
後
に
清
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
』

と
。」
そ
う
言
っ
た
の
ち
、
彼
（
ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
）
は
聖
体
拝
領
を
授
か
り
、
死
に
ま
し
た

）
（（（
（

。

　

勧
告
。
よ
く
や
っ
た
、
善
き
兄
弟
よ
、
主
の
う
ち
に
と
ど
ま
れ
。
わ
が
喜
び
を
満
た
し
、
わ
が
魂
を
回
復
さ
せ
な
さ
い
。

　

私
が
こ
こ
に
書
い
て
い
る
の
は
、
多
く
の
人
の
た
め
で
は
な
く
、
あ
な
た
だ
け
の
た
め
で
す
。
か
つ
て
あ
る
人
が
言
っ
た
よ
う
に
、「
私
た

ち
は
互
い
に
と
っ
て
十
分
に
か
け
が
え
の
な
い
存
在
な
の
で
す

）
（（（
（

。」

第
二
十
三
章　

昼
夜
の
瞑
想

　

床
に
就
く
と
き
は
、
キ
リ
ス
ト
の
埋
葬
に
つ
い
て
、
ま
た
自
分
自
身
の
埋
葬
に
つ
い
て
考
え
な
さ
い
。
起
床
す
る
と
き
は
、（
キ
リ
ス
ト
の
）

復
活
に
つ
い
て
考
え
な
さ
い
。（
朝
課
の
）
詩
編
朗
唱
の
あ
い
だ
は
、
天
使
た
ち
の
喜
び
に
つ
い
て
考
え
な
さ
い
。
讃
課
の
あ
い
だ
は
、
捕
ら

え
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
考
え
な
さ
い
。
一
時
課
の
あ
い
だ
は
、
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
、
手
荒
く
扱
わ
れ
、
激
し
く
鞭
打
た
れ
て
、
ピ

ラ
ト
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
に
つ
い
て
考
え
な
さ
い
。
三
時
課
の
あ
い
だ
は
、
磔
に
さ
れ
て
天
国
へ
と
昇
っ
て
ゆ
く
キ
リ
ス
ト
に

つ
い
て
、
ま
た
、
使
徒
た
ち
の
う
え
に
舞
い
降
り
た
聖
霊
に
つ
い
て
考
え
な
さ
い
。
六
時
課
で
は
、
地
上
に
降
り
た
闇

）
（（（
（

に
つ
い
て
、
九
時
ま
で

考
え
な
さ
い
。
キ
リ
ス
ト
の
両
膝
を
抱
え
る
か
、
釘
が
打
ち
込
ま
れ
た
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
の
両
足
に
あ
な
た
の
頭
を
乗
せ
た
ま
ま
、
言
葉
で
は

表
し
き
れ
な
い
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
の
貧
し
さ
を
賛
美
し
な
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
が
言
っ
た
よ
う
に
、「
彼
は
そ
の
足
を
着
け
る
土

地
を
持
た
ず
、
そ
の
口
を
満
た
す
飲
み
物
を
持
た
ず
、
そ
の
頭
を
置
く
木
を
持
た
ず
、
そ
の
脇
を
隠
す
衣
を
持
た
ず
、
慰
め
を
与
え
て
く
れ
る

友
を
持
た
な
か
っ
た

）
（（（
（

」
か
ら
で
す
。
あ
る
い
は
、
も
し
そ
う
し
た
け
れ
ば
、「
主
よ
、
あ
な
た
の
御
国
に
お
い
で
に
な
る
と
き
に
は
、
わ
た
し

を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い

）
（（（
（

」
な
ど
、
他
の
言
葉
を
呟
い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
九
時
課
の
あ
い
だ
は
、
死
に
瀕
し
た
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
を
考
え
な
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が
ら
、「
本
当
に
、
こ
の
人
は
神
の
子
だ
っ
た

）
（（（
（

」
と
言
い
な
さ
い
。
そ
れ
か
ら
、
冥
府
へ
と
下
っ
た
と
き
の
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
の
魂
を
感
じ
取

り
な
さ
い
。
彼
と
と
も
に
、
地
獄
で
足
枷
を
は
め
ら
れ
た
人
々
を
解
放
し
、
地
獄
の
淵
へ
と
悪
魔
を
突
き
落
と
し
な
さ
い
。
晩
課
に
は
、
ヨ
セ

フ
や
ニ
コ
デ
モ
と
一
緒
に
主
の
十
字
架
の
も
と
へ
と
駆
け
も
ど
り

）
（（（
（

、
不
安
の
念
で
自
分
を
満
た
し
な
さ
い
。
キ
リ
ス
ト
が
十
分
な
配
慮
と
平
穏

の
う
ち
に
横
た
え
ら
れ
る
よ
う
に
と
願
い
な
さ
い
。
終
課
に
な
っ
た
ら
、
彼
（
キ
リ
ス
ト
）
が
復
活
し
た
ら
す
ぐ
に
駆
け
つ
け
て
マ
グ
ダ
ラ
の

マ
リ
ア
と
と
も
に
彼
の
足
を
洗
う
べ
く
、
就
寝
し
な
が
ら
も
主
の
墓
を
見
張
り
続
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
を
考
え
な
さ
い
。

第
二
十
四
章　

誘
惑
の
対
策

　

迫
り
来
る
悪
徳

）
（（（
（

に
対
し
て
対
策
を
こ
う
じ
る
こ
と
を
覚
え
な
さ
い
。
憂
鬱
な
気
分
に
な
っ
た
り
無
気
力
に
な
っ
た
り
し
た
と
き
は
、「
今
日

で
き
る
こ
と
が
明
日
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い

）
（（（
（

」と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。「
明
日
は
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら
な
い

）
（（（
（

」の
で
す
か
ら
。

情
欲
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
と
き
は
、
永
遠
の
業
火
の
こ
と
を
考
え
て
気
持
ち
を
鎮
め
な
さ
い
。
不
従
順
の
誘
惑
に
か
ら
れ
た
と
き
は
、
不
従

順
は
修
道
会
追
放
に
値
す
る
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。『
列
王
記
』
に
も
、「
従
順
を
拒
否
す
る
こ
と
は
偶
像
崇
拝
の
罪
と
同
じ
で
す

）
（（（
（

」
と
あ

る
の
で
す
か
ら
。
不
忍
耐
に
悩
ま
さ
れ
た
と
き
は
、
キ
リ
ス
ト
が
あ
な
た
の
た
め
に
ど
れ
ほ
ど
耐
え
忍
ん
だ
か
を
考
え
な
さ
い
。
あ
な
た
の
な

か
で
虚
栄
が
脈
打
ち
始
め
た
と
き
は
、
あ
な
た
が
自
慢
し
て
い
る
も
の
は
あ
な
た
自
身
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
い
ず
れ
あ
な
た
は
利
子

を
払
う
こ
と

）
（（（
（

を
考
え
な
さ
い
。
傲
慢
の
誘
惑
に
か
ら
れ
た
と
き
は
、
あ
な
た
の
手
本
で
あ
る
人
々
の
こ
と
を
考
え
な
さ
い
。
あ
な
た
の
自
由
意

思
に
よ
っ
て
あ
な
た
が
悪
へ
と
駆
り
立
て
ら
れ
そ
う
な
と
き
は
、（
悪
い
）
行
為
を
な
し
た
い
と
い
う
意
思
や
執
着
だ
け
で
も
人
間
は
裁
か
れ

る
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
実
行
に
う
つ
し
た
り
致
命
的
な
言
葉
を
放
っ
た
り
し
た
ら
、
そ
の
人
は
断
罪
さ
れ
ま
す
し
、

は
る
か
に
重
く
罰
せ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
意
志
が
邪
悪
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
罪
は
重
く
な
る
の
で
す
。

　

最
小
限
の
こ
と
だ
け
で
済
ま
せ
た
い
と
い
う
誘
惑
に
か
ら
れ
た
と
き
は
、「
自
分
の
量
る
秤
で
量
り
与
え
ら
れ
る

）
（（（
（

。」
な
に
か
を
失
っ
て
胸
を
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痛
め
て
い
る
と
き
は
、「
あ
な
た
は
こ
の
世
に
な
に
も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
し
、な
に
も
取
り
上
げ
え
な
い

）
（（（
（

」
と
い
う
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。

苦
し
い
と
き
は
、
こ
の
世
の
苦
悩
は
将
来
の
栄
光
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い

）
（（（
（

。
善
い
こ
と
を
行
っ
た
と
い
う
傲
慢

さ
に
よ
っ
て
得
意
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
あ
な
た
が
い
か
に
多
く
の
善
行
を
な
し
え
な
か
っ
た
か
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
い

ま
自
分
の
善
い
行
い
を
隠
せ
ば
隠
す
ほ
ど
、
裁
き
の
と
き
に
あ
な
た
は
い
っ
そ
う
輝
く
で
し
ょ
う
。
豊
か
さ
が
不
毛
さ
に
屈
す
る
と
き
は
、「
一

瞬
の
苦
悩
に
よ
っ
て
過
去
の
喜
び
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

）
（（（
（

」
と
い
う
一
節
を
思
い
出
し
な
さ
い
。

　

高
い
称
賛
を
与
え
ら
れ
た
と
き
は
、
そ
れ
は
あ
な
た
を
増
長
さ
せ
る
風
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
自
分
の
肉
体
や

力
強
さ
に
惚
れ
惚
れ
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
ち
ょ
っ
と
し
た
熱
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
奪
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。

知
識
に
よ
っ
て
慢
心
し
た
と
き
は
、
あ
な
た
の
知
識
は
完
璧
で
は
な
く
て
ま
だ
ま
だ
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。

「
子
供
で
さ
え
見
え
る
と
き
で
す
ら
、
あ
な
た
は
盲
目
で
す

）
（（（
（

」
と
言
わ
れ
て
い
る
と
お
り
で
す
。
良
い
食
べ
物
や
飲
み
物
や
衣
服
に
対
し
て
節

度
の
な
い
欲
望
を
感
じ
た
と
き
は
、「
愚
か
さ
を
も
っ
て
愚
か
者
に
答
え
な
さ
い

）
（（（
（

。」
つ
ま
り
、
あ
な
た
の
朽
ち
る
べ
き
運
命
の
肉
体
に
は
、
肉

体
は
や
が
て
塵
の
塊
と
う
じ
虫
の
餌
と
な
る

）
（（（
（

こ
と
を
伝
え
な
さ
い
。（
修
道
院
の
）
慣
習
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
負
担
や
そ
の
規
則
の
厳
し
さ
が

苦
痛
に
感
じ
ら
れ
た
と
き
は
、「
永
遠
の
栄
光
が
約
束
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、ど
ん
な
仕
事
も
苦
痛
で
は
な
い
し
、ど
ん
な
時
間
も
長
く
は
な
い
」

と
い
う
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
言
葉
を
考
え
な
さ
い
。
そ
し
て
、
自
分
の
考
え
を
顧
み
る
と
き
は
、
自
分
は
た
い
へ
ん
上
手
く
や
っ
て
い
る
と
思

う
の
で
は
な
く
、
ま
だ
完
璧
に
は
至
っ
て
い
な
い

）
（（（
（

と
思
い
な
さ
い
。

　

馬
の
背
に
乗
り
た
い
と
い
う
願
望
に
悩
ま
さ
れ
た
と
き
は
、
散
歩
の
た
め
に
外
へ
出
た
だ
け
の
デ
ィ
ナ

）
（（（
（

に
何
が
起
こ
っ
た
か
を
思
い
出
し
な

さ
い
。
あ
な
た
が
外
出
す
る
こ
と
が
あ
な
た
の
修
道
院
の
た
め
に
な
る
と
思
う
と
き
で
も
、
エ
サ
ウ
の
外
出
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
狩

り
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
彼
は
父
親
の
祝
福
を
失
い
ま
し
た

）
（（（
（

。
両
親
に
会
い
た
い
と
い
う
強
い
願
望
に
か
ら
れ
た
と
き
は
、
ダ
ビ

デ
の
娘
、
タ
マ
ル
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
彼
女
は
父
親
の
許
可
を
得
て
病
気
の
兄
を
見
舞
う
た
め
に
部
屋
を
出
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も

そ
の
兄
に
襲
わ
れ
た
の
で
す

）
（（（
（

。
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息
子
よ
、い
に
し
え
の
敵
の
あ
ら
ゆ
る
誘
惑
の
な
か
で
も
、真
昼
の
悪
魔
を
避
け
る
よ
う
に
特
に
次
の
も
の
を
避
け
な
さ
い
。
修
道
院
に
入
っ

た
そ
の
と
き
か
ら
、（
そ
の
修
道
院
に
）
留
ま
る
こ
と
は
あ
な
た
に
と
っ
て
意
味
が
な
く
、
他
の
人
生
を
、
他
の
修
道
服
を
選
ん
だ
ほ
う
が
自

分
に
と
っ
て
も
他
の
人
々
に
と
っ
て
も
よ
り
有
益
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
を
決
し
て
心
に
抱
い
た
り
、
育
ん
だ
り
、
信
じ
た
り
し
て

は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、も
し
あ
な
た
が
そ
れ
ら
の
考
え
に
耳
と
心
を
傾
け
れ
ば
、あ
な
た
の
心
は
千
々
に
乱
れ
て
、師
の
善
き
助
言
も
（
神

の
）
恩
寵
の
塗
油
も
霊
的
味
付
け
の
香
料
も
、
心
に
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
あ
な
た
の
心
は
、
知
恵
を
入
れ
て
お
け
な

い
壊
れ
た
壺
の
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。
多
く
の
誓
願
と
職
業
の
合
間
で
何
を
選
ぶ
べ
き
か
、あ
な
た
の
気
持
ち
は
引
き
裂
か
れ
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
結
果
、
あ
な
た
が
始
め
た
善
い
行
い
に
対
す
る
不
満
だ
け
で
な
く
大
き
な
落
胆
が
、
あ
な
た
を
圧
倒
し
て
し
ま
う
と
い
う
状
況
に
陥
る
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
「
ネ
ス
ト
ル
大
修
道
の
講
話

）
（（（
（

」
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
移
り
気
で
足
場
の
定
ま
ら
な
い
心
（
の
持
ち
主
）
は
、
自
分
の

美
徳
や
熱
意
を
他
人
が
褒
め
て
い
る
の
を
耳
に
す
る
と
、
す
ぐ
に
手
本
や
規
律
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
無
駄
な
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
に
（
普
段
の
）
生
き
方
を
変
え
た
り
逸
脱
し
た
り
し
よ
う
と
し
て
も
、
何
も
得
ら
れ
ず
む
し
ろ
失
う
こ
と
に
な
る
だ
け
で
す
。
な
ぜ

な
ら
、
多
く
の
も
の
を
追
い
か
け
る
者
は
何
事
も
十
分
に
達
成
し
え
な
い
か
ら
で
す
。
ゆ
え
に
、
自
ら
が
選
ん
だ
道
と
与
え
ら
れ
た
恩
寵
に
し

た
が
っ
て
、
大
い
な
る
熱
意
と
勤
勉
さ
と
を
も
っ
て
割
り
当
て
ら
れ
た
仕
事
に
お
い
て
完
徳
を
求
め
る
こ
と
が
、
肝
要
で
す
。
他
の
人
々
の
仕

事
と
美
徳
を
褒
め
称
え
、
愛
し
、
賛
美
し
な
さ
い
。
一
度
決
め
た
ら
、
誓
願
を
行
っ
た
場
所
を
絶
対
に
離
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
神
へ
の
道
は

さ
ま
ざ
ま
で
す
。
で
す
か
ら
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
自
分
の
道
を
極
め
る
べ
き
で
す
。
一
度
選
ん
だ
こ
と
に
対
し
て
ゆ
る
ぐ
こ
と
の
な
い
専
心
を

も
っ
て
取
り
組
め
ば
、
そ
の
一
本
道
を
進
む
こ
と
で
や
が
て
完
徳
が
得
ら
れ
る
で
し
ょ
う

）
（（（
（

。」

　

も
し
修
道
院
の
壁
に
囲
ま
れ
た
誓
願
（
生
活
）
に
不
満
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
あ
な
た
の
た
め
に
柱
に
縛
り
付
け
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト

の
忍
耐
と
従
順
さ
を
思
い
出
し
な
さ
い
。
何
度
も
何
度
も
、
聖
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
言
葉
を
繰
り
返
し
熟
考
し
な
さ
い
。「
も
し
荒
野
の
孤
独
に

耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
ら
、
楽
園
の
散
歩
を
想
像
し
な
さ
い
。
楽
園
の
な
か
を
散
歩
し
て
い
る
あ
い
だ
、
あ
な
た
は
修
道
院
の
な
か
に
は
い
な
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い
の
で
す
か
ら

）
（（（
（

。」

　

仕
事
（
の
時
間
）
を
告
げ
る
拍
子
木
が
鳴
ら
さ
れ
る
の
を
聞
い
た
と
き
は
、
ア
ダ
ム
の
最
初
の
罪
で
あ
る
不
従
順
と
、
そ
の
た
め
に
科
さ
れ

た
罰
の
こ
と
を
考
え
な
さ
い
。「
お
前
の
ゆ
え
に
、
土
は
呪
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
お
前
は
、
生
涯
食
べ
物
を
得
よ
う
と
苦
し
む

）
（（（
（

。」
楽
園
か

ら
追
放
さ
れ
た
ア
ダ
ム
が
悲
し
み
と
嘆
き
に
暮
れ
た
こ
と
を
心
の
な
か
で
よ
く
考
え
な
さ
い
。
美
と
輝
き
と
甘
美
な
喜
び
の
な
か
に
生
き
て
い

た
ア
ダ
ム
が
突
然
に
暗
く
て
恐
ろ
し
い
牢
獄
へ
、
旱
魃
と
死
の
象
徴
で
あ
る
土
地
へ
と
放
り
出
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
ア
ダ
ム
は
死

ぬ
ほ
ど
涙
を
流
し
て
泣
き
叫
ん
だ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、迷
子
の
子
羊
で
あ
る
あ
な
た
を
天
国
の
群
れ
に
帰
し
て
楽
園
に
戻
す
た
め
に
、

キ
リ
ス
ト
が
ど
れ
ほ
ど
苦
労
し
た
か
を
思
い
出
し
な
さ
い
。「
ま
こ
と
に
、
彼
は
私
た
ち
の
罪
と
悲
し
み
を
担
い
、
私
た
ち
の
悪
行
の
た
め
に

傷
つ
け
ら
れ
た

）
（（（
（

」
の
で
あ
る
。
彼
は
重
荷
を
「
担
う
の
に
疲
れ
果
て
た

）
（（（
（

。」「
心
し
て
目
を
留
め
よ
、
よ
く
見
よ
。
彼
が
受
け
た
ほ
ど
の
痛
み
が

あ
っ
た
ろ
う
か

）
（（（
（

。」
あ
な
た
の
た
め
に
「
彼
が
自
ら
を
な
げ
う
ち
、
死
ん
で
罪
び
と
の
ひ
と
り
に
数
え
ら
れ
た
か
ら
だ

）
（（（
（

。」

　

修
道
士
た
ち
の
歌
隊
席
へ
と
呼
ぶ
合
図
が
聞
こ
え
た
ら
、
神
を
賛
美
し
て
神
に
感
謝
し
な
さ
い
。
神
が
あ
な
た
を
天
使
た
ち
の
食
卓
へ
、
楽

園
の
音
楽
と
竪
琴
へ
、
天
上
の
歌
へ
と
あ
な
た
を
招
い
て
い
る
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
神
が
あ
な
た
の
た
め
に
長
く
閉
ざ
さ
れ
た
楽
園
の
入
口
を

開
い
て
く
れ
た
こ
と
に
、
そ
の
貴
い
血
を
流
し
て
楽
園
の
入
口
に
あ
る
恐
ろ
し
い
剣

）
（（（
（

を
ど
け
て
く
れ
た
こ
と
に
、
感
謝
し
な
さ
い
。

　

神
に
誉
れ
と
栄
光
あ
れ
、
永
久
に
永
遠
に
。
ア
ー
メ
ン
。

　
『
修
練
者
の
鏡
』
こ
こ
に
終
わ
る
。



　　お茶の水史学　52号　　126

注（
１
） 
リ
タ
マ
リ
ー
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
ー
が
「
中
世
文
学
に
お
け
る
『
鏡
』

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
背
景
」と
い
う
論
文
で
概
説
し
て
い
る
よ
う
に
、

十
二
世
紀
か
ら
十
六
世
の
ラ
テ
ン
教
父
著
作
で
は
「
鏡
」
と
い
う
タ

イ
ト
ル
が
よ
く
使
わ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、「
自
ら
の
魂
を
映
し

出
す
も
の
と
し
て
の
書
物
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
的
な
書
物

観
が
あ
る
。Ritam

ary Bradley, “Backgrounds of the T
itle 

Speculum
 in M

ediaeval Literature ”, Speculum
, vol.29, 

no.1, January 1954, M
edieval A

cadem
y of A

m
erica, 

pp.100-115

参
照
。『
修
練
者
の
鏡
』
の
序
章
に
も
、「
こ
れ
は
あ

な
た
の
鏡
で
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
で
自
分
が
醜
く
な
っ
た
と
感
じ
る

分
だ
け
、
告
白
を
し
な
さ
い
。」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。

（
２
） 

中
世
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
修
練
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
た

の
は
、
成
人
と
認
め
ら
れ
結
婚
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
年
齢
、
す
な

わ
ち
女
子
は
満
十
二
歳
、
男
子
は
満
十
四
歳
以
上
で
あ
っ
た
。F. 

D
onald Logan, R

unaw
ay religious in E

ngland, c. 
1240-1540, Cam

bridge U
niversity Press, Cam

bridge, 
1996, p.12

参
照
。

（
３
） 

修
道
院
長
ら
に
よ
っ
て
修
道
者
に
な
る
た
め
の
適
性
が
な
い
と

判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
修
練
者
は
た
だ
ち
に
そ
の
資
格
を
剥
奪
さ

れ
、
修
道
院
か
ら
追
放
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
修
練
者
が
強
制
的
に
追

放
さ
れ
た
の
は
、
よ
ほ
ど
重
い
罪
を
犯
し
た
場
合
の
み
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
修
道
院
か
ら
脱
走
し
た
修
練
者
が
帰
っ

て
き
た
場
合
で
も
大
修
道
院
長
は
そ
の
者
を
三
回
ま
で
は
受
け
入
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
旨
の
勧
告
が
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ

ス
の
『
戒
律
』R

egula Sancti Benedicti

（
以
下
、『
戒
律
』
と

表
記
）
第
二
九
章
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
古
田
暁 

訳
『
聖
ベ
ネ
デ
ィ

ク
ト
の
戒
律
』
す
え
も
り
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
三
三
─
一

三
四
頁
参
照
。
な
お
、
今
日
で
は
修
練
期
は
一
年
以
上
二
年
以
下
と

定
め
ら
れ
て
い
る
（
教
会
法
第
六
四
八
条
）。

（
４
） Edm

ond M
ikkers, “U

n «Speculum
 N

ovitii» inédit  
d ’Etienne de Salley ”, C

ollectanea C
isterciensia, 8, 1946, 

pp.17-68.

（
５
） Stephen  of Saw

ley,  translated  by  Jerem
iah  F.  

O
’Sullivan, T

reatises, Cistercian Fathers Series 36, ed. by 
Bede K

. Lackner, Cistercian Publications, 1984.

ソ
ー
リ
の

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
著
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
修
練
者
の
鏡
』

Speculum
 novitii

、『
三
つ
の
霊
操
』T

riplex excercitium

、『
聖

務
日
課
の
詩
編
朗
唱
に
つ
い
て
』D

e inform
atione m

entis circa 
psalm

o diam
 diei ac noctis

、『
聖
母
の
喜
び
に
つ
い
て
の
瞑
想
』

M
editationes de gaudiis beatae et gloriosae sem

per 
V

irginis M
ariae

の
英
訳
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
６
） 

う
ち
一
枚
は
遊
び
紙flyleaf

で
、
も
う
一
枚
は
木
製
ボ
ー
ド

に
糊
付
け
さ
れ
た
ペ
ー
ス
ト
ダ
ウ
ンpastedow

n

。
写
本
本
体
部

分
の
傷
み
を
防
ぐ
た
め
、
装
丁
時
に
使
用
済
み
の
羊
皮
紙
を
使
っ
て

遊
び
紙
や
ペ
ー
ス
ト
ダ
ウ
ン
と
い
っ
た
「
見
返
し
」
を
付
け
る
習
慣

が
あ
っ
た
。
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（
７
） 

慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
、
請
求
番
号142X

-43-1

。
な
お
、
こ
の

写
本
が
シ
ト
ー
会
で
制
作
さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
シ
ト
ー

会
写
本
独
特
の
句
読
点
プ
ン
ク
ト
ゥ
ス
・
フ
レ
ク
ス
スpunctus 

flexus
の
使
用
か
ら
も
わ
か
る
。

（
８
） 『
修
道
生
活
に
つ
い
て
の
文
書
』ed. by J.-P. M

igne, “A
lia 

docum
enta vitae religiosae ”, Patrologia cursus com

pletus, 
Series latina, Garnier Fratres, Paris, 1844-1976, 1177-1182. 

以
下
、
ミ
ー
ニ
ュ
の
『
ラ
テ
ン
教
父
著
作
集
』
はPL

と
略
す
。

（
９
） 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
写
本
は
も
と
も
と
各
コ
ラ
ム
の
一
番
上
の
罫

線
の
上
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
書
き
始
め
る
習
慣
が
あ
っ
た
が
、
聖
書
註

釈
書
の
レ
イ
ア
ウ
ト
の
影
響
を
受
け
て
、
十
二
世
紀
末
以
降
し
だ
い

に
各
コ
ラ
ム
の
一
番
上
の
罫
線
の
上
か
ら
で
は
な
く
下
か
ら
テ
ク
ス

ト
を
書
き
始
め
る
よ
う
に
な
り
、
十
三
世
紀
末
ま
で
に
は
そ
の
新
し

い
様
式
が
定
着
し
た
。N

.R. K
er, “From

 ‘A
bove T

op Line ’ to 
‘Below

 T
op Line ’: A

 Change in Scribal Practice ”, Celtica, 
T

he D
ublin Institute for A

dvanced Studies, V
, 1960, 

pp.13-16

参
照
。

（
10
） 

羊
皮
紙
は
貴
重
品
だ
っ
た
の
で
、
写
本
の
補
強
材
と
し
て
使
用

さ
れ
る
見
返
し
に
は
、
何
も
書
か
れ
て
い
な
い
新
品
で
は
な
く
、
不

要
に
な
っ
た
書
写
済
み
の
羊
皮
紙
が
使
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
見
返

し
に
書
か
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
、
写
本
装
丁
が
行
わ
れ
た
時
期
よ

り
も
前
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

（
11
） 

レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の

書
簡
』ラ
テ
ン
語
校
訂
文
はed. by Bruno Griesser, “Registrum

 

E
pistolarum

 Stephani de Lexington ”, A
nalecta Sacri 

O
rdinis C

isterciensis, A
nnus II (1946), Fasc.1-4, Curia 

Generalis Sacri O
rdinis Cisterciensis, 1-118 

お
よ
びBruno 
Griesser, “Registrum

 Epistolarum
 Stephani de Lexington ”, 

A
nalecta Sacri O

rdinis Cisterciensis, A
nnus V

III (1952), 
Fasc.3-4, Curia Generalis Sacri O

rdinis Cisterciensis, 
181-378 

参
照
。
英
訳
はStephen of Lexington, translated 

by Barry W
. O

’D
w

yer, Letters from
 Ireland 1228-1229, 

Cistercian Fathers Series 28, Cistercian Publications, 1982

参
照
。

（
12
） 

レ
ク
シ
ン
ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
略
歴
に
つ
い
て
は
、

Stephen of Lexington, translated by Barry W
. O

’D
w

yer, 
L

etters from
 Ireland 1228-1229, C

istercian F
athers 

Series 28, Cistercian Publications, 1982, pp.3-13 

お
よ
び

C.H
. Law

rence, “Stephen of Lexington and Cistercian 
U

niversity Studies in the T
hirteenth C

entury ”, T
he 

Journal of E
cclesiastical H

istory, Faber and Faber, V
ol.

X
I, N

o.2, O
ctober 1960, pp.164-178

参
照
。

（
13
） 

『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
写
本
だ
け
で
あ
る
。
ミ
ー
ニ
ュ
の
『
ラ
テ
ン
教
父
著
作

集
』（PL

）
で
は
、『
修
道
生
活
に
つ
い
て
の
文
書
』A

lia 
docum

enta vitae religiosae

と
題
さ
れ
て
い
る
。
慶
應
写
本
を
含

む
そ
の
他
の
現
存
史
料
に
は
特
に
タ
イ
ト
ル
が
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

そ
う
し
た
状
況
か
ら
、『
修
練
者
の
鏡
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
ブ
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リ
ュ
ッ
セ
ル
写
本
に
か
か
わ
っ
た
編
者
や
写
字
生
に
よ
っ
て
つ
け
ら

れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
前
の
題
名
が
わ
か
ら

な
い
た
め
に
、
中
世
の
修
道
院
蔵
書
目
録
を
使
っ
て
こ
の
作
品
の
伝

承
史
を
調
査
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

（
14
） 

管
見
で
は
、『
告
白
の
鏡
』
の
テ
ク
ス
ト
は
ま
だ
刊
行
さ
れ
て

い
な
い
。
現
在
、
本
稿
著
者
が
ラ
テ
ン
語
本
文
の
翻
刻
中
で
あ
る
。

（
15
） 

シ
ャ
ー
プ
は
、W

illiam
 Farrer &

 J. Brow
nbill, T

he 
V

ictoria H
istory of T

he Counties of E
ngland, Lancashire, 

V
ol.2, D

aw
sons of Pall M

all, 1966, p.139

の
「
ス
タ
ン
ロ
ー
と

ホ
ワ
イ
リ
ー
の
大
修
道
院
長
」A

bbots of Stanlaw
 and 

W
halley

を
調
べ
た
。

（
16
） Richard Sharpe, A

 H
andlist of T

he Latin W
riters of 

G
reat Britain and Ireland before 1540, w

ith A
dditions 

and Corrections, Publications of T
he Journal of M

edieval 
Latin, Brepols, 2001, pp.632-634

の
一
六
七
〇
番
と
一
六
七
五

番
参
照
。

（
17
） Y

ukie B
aba, N

eil M
cLynn, “O

n C
onfession: A

 
Cistercian T

reatise in K
eio U

niversity Library ”, Codices 
K

eionensis: E
ssays on W

estern M
anuscripts and E

arly 
Printed Books in K

eio U
niversity Library, ed. by T

akam
i 

M
atsuda, K

eio U
niversity Press, 2005, pp.31-68.

（
18
） 

本
稿
の
試
訳
で
は
「
序
章
」
と
し
た
。

（
19
） 

修
道
院
日
課
の
名
称
と
順
番
は
、
朝
倉
文
市
『
修
道
院
』（
講

談
社
、
一
九
九
五
年
、
一
三
八
頁
）
を
参
考
に
し
た
。
た
だ
し
、
朝

倉
も
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
修
道
院
日
課
は
シ
ト
ー
会
の
す
べ

て
の
修
道
院
に
共
通
だ
っ
た
も
の
で
は
な
い
し
、
解
釈
も
研
究
者
に

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。

（
20
） 

『
戒
律
』
第
五
八
章
。

（
21
） 

『
戒
律
』
第
五
八
章
。

（
22
） 

『
戒
律
』
第
三
九
章
、
第
四
十
章
、
お
よ
び
『
総
会
決
議
事
項
』

第
十
二
章
。

（
23
） 

シ
ト
ー
会
は
、
会
全
体
が
同
一
の
信
念
と
生
活
様
式
を
共
有
す

る
こ
と
の
重
要
性
を
、
そ
の
設
立
当
初
か
ら
強
く
意
識
し
て
い
た
。

そ
の
こ
と
は
、『
シ
ト
ー
修
道
院
創
立
史
』E

xordium
 Cistercii

第
一
章
の
「
二
十
一
名
の
修
道
士
は
、
志
を
一
つ
に
し
て
、
そ
の
修

道
院
の
父
、
す
な
わ
ち
、
幸
い
な
記
憶
の
ロ
ベ
ル
ト
と
共
に
出
発
し
、

一
つ
の
霊
に
よ
っ
て
心
に
抱
い
た
こ
と
を
、
一
致
協
力
し
て
完
成
し

よ
う
と
努
め
ま
し
た
。」
と
い
う
記
述
や
、『
総
会
決
議
事
項
』
第
九

章
の
「
少
な
く
と
も
聖
務
に
関
し
て
は
同
一
の
書
物
、同
一
の
衣
服
、

同
一
の
食
物
、
そ
し
て
最
後
に
、
万
事
に
つ
い
て
同
一
の
生
活
上
の

諸
様
式
と
諸
慣
習
が
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
記

述
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。
灯
台
の
聖
母
ト
ラ
ピ
ス
ト
大
修
道
院
編

『
シ
ト
ー
修
道
会
初
期
文
書
集
』
中
央
出
版
社
、
一
九
八
九
年
、
一

四
四
頁
、
一
六
四
頁
。

（
24
） 

シ
ト
ー
会
で
は
、
聖
ベ
ル
ナ
ー
ル
学
院
な
ど
が
設
立
さ
れ
た
の

ち
も
、
神
学
を
学
ぶ
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
レ
ク
シ
ン

ト
ン
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
大
修
道
院
長
を
罷
免
さ
れ

た
の
も
、
修
練
者
た
ち
の
学
院
入
学
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
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原
因
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
。

（
25
） 
ピ
タ
ン
テ
ィ
アpitantia

は
祝
祭
の
と
き
な
ど
に
許
さ
れ
る
少

量
の
贅
沢
な
食
事
。

（
26
） 

音
を
表
す
た
め
に
ド
レ
ミ
（
中
世
で
は
「
ウ
ト
、
レ
、
ミ
…
」

U
t, Re, M

i,
…
）
の
ほ
か
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
Ａ
Ｂ
Ｃ
が
使
用
さ

れ
て
い
た
。
皆
川
達
夫
『
楽
譜
の
歴
史
』
音
楽
之
友
社
、
一
九
八
五

年
、
一
─
二
頁

（
27
） Stephen of Saw

ley, translated by Jerem
iah F

.  
O

’Sullivan, “A
 M

irror for N
ovices ”, T

reatises, Cistercian 
Fathers Series 36, ed. by Bede K

. Lackner, Cistercian 
Publications, 1984, pp.83-122.

（
28
） 

「
告
白
す
る
た
め
に
、自
分
の
罪
の
歴
史
を
物
語
の
よ
う
に
し
ゃ

べ
り
、
自
分
の
魂
の
病
状
を
よ
ど
み
な
く
数
え
た
て
る
人
は
、
ほ
と

ん
ど
後
悔
も
、痛
恨
の
情
も
な
い
人
で
す
。」サ
ン
・
チ
ェ
リ
の
ギ
ョ
ー

ム
著
、
高
橋
正
行
訳
『
神
の
山
の
兄
弟
た
ち
へ
の
書
簡　

黄
金
の
書

　

観
想
生
活
に
つ
い
て
』
あ
か
し
書
房
、
一
九
八
八
年
、
八
三
頁
。

後
註
（
158
）
参
照
。

（
29
） 

序
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
一
般
的
な
告
白
」
と
は
別
に
行
わ

れ
る
日
常
的
な
告
白
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第
十
八
章
に

は
「
告
白
に
は
週
に
二
回
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
記
述
も
み
ら
れ
る
。

（
30
） 

『
戒
律
』
第
六
章
は
、
悪
い
言
葉
の
ほ
か
、
無
駄
話
や
笑
い
を

誘
う
言
葉
も
禁
じ
て
い
る
。

（
31
） 

『
戒
律
』
第
四
三
章
に
は
、
集
合
合
図
を
聞
い
た
ら
急
い
で
聖

務
日
課
の
た
め
に
集
合
す
べ
き
こ
と
、
遅
刻
し
た
ら
罰
と
し
て
注
目

を
浴
び
る
場
所
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
32
） 

交
唱antefana

（antiphona, anthiphona

）。
ア
ン
テ
ィ
フ
ォ

ナ
と
も
言
う
。
聖
務
日
課
で
歌
う
詩
編
や
賛
歌
。

（
33
） 

集
祷
文 collecta

ミ
サ
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
る
祈
祷
。

（
34
） 

『
詩
編
』
二
二
：
七

（
35
） 

宵
課 vigiliae

（
36
） PL185 ; 1015

参
照
。

（
37
） 

朝
課
の
交
唱
。
聖
十
字
架
の
日
（
九
月
十
四
日
）。

（
38
） 

『
哀
歌
』
二
：
九

（
39
） 

『
詩
編
』
一
四
三
：
七

（
40
） 

『
詩
編
』
六
二
：
六

（
41
） 

『
詩
編
』
七
〇
：
八

（
42
） 

歌
隊
席chorus

は
礼
拝
堂
で
典
礼
を
行
う
と
き
に
二
手
に
分

か
れ
る
。

（
43
） 

『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
』
二
：
三
〇

（
44
） 

『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
一
四
：
四

（
45
） 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
一
五
：
一
七

（
46
） 

『
詩
編
』
八
四
：
九

（
47
） 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
七
：
三
七

（
48
） 

『
詩
編
』
三
三
：
九

（
49
） 

『
へ
ブ
ル
人
へ
の
手
紙
』
一
三
：
一
六

（
50
） 
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
一
八
：
三
八

（
51
） 
『
詩
編
』
四
一
：
五

（
52
） 

『
詩
編
』
一
〇
五
：
五
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（
53
） 

『
詩
編
』
九
二
：
四

（
54
） 
『
詩
編
』
九
二
：
四

（
55
） 
『
詩
編
』
二
〇
：
四

（
56
） 

『
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
』
五
：
九
、『
詩
編
』
一
〇
二
：
四

（
57
） 

『
コ
ロ
サ
イ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
三
：
一
七

（
58
） 

『
ペ
ト
ロ
の
手
紙
一
』
二
：
二

（
59
） 

「
賛
美
し
た
い
な
ら
ば
、
こ
う
言
い
な
さ
い
」V

is audire 
adm

irantem
? D

icit
…

（
60
） 

『
詩
編
』
八
：
二

（
61
） 

『
詩
編
』
三
一
：
二
〇

（
62
） 

『
詩
編
』
八
四
：
五

（
63
） 

『
詩
編
』
八
四
：
二

（
64
） 

『
詩
編
』
九
二
：
六

（
65
） 

『
詩
編
』
一
一
九
：
一
〇
三
参
照
。

（
66
） 

「
称
賛
し
た
い
な
ら
ば
、
こ
う
言
い
な
さ
い
」V

is audire 
benedicentem

 tibi? D
icit

…

（
67
） 

『
詩
編
』
一
一
三
：
二

（
68
） 

『
詩
編
』
一
四
五
：
一
〇

（
69
） 

『
詩
編
』
一
四
五
：
二
一

（
70
） 

『
詩
編
』
一
〇
三
：
一
三

（
71
） 

『
詩
編
』
四
二
：
二

（
72
） 

『
詩
編
』
一
四
三
：
六

（
73
） 

『
詩
編
』
六
三
：
六

（
74
） 

『
詩
編
』
一
〇
三
：
一
四

（
75
） 

『
詩
編
』
一
〇
三
：
一
五

（
76
） 

『
詩
編
』
一
二
九
：
六

（
77
） 

『
詩
編
』
四
二
：
三

（
78
） 

『
詩
編
』
四
四
：
二
四

（
79
） 

『
詩
編
』
四
四
：
二
五

（
80
） 

『
詩
編
』
四
二
：
一
〇

（
81
） 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
一
四
：
二
〇

（
82
） 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
一
五
：
二
七

（
83
） 

『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
』
二
：
九

（
84
） 

『
詩
編
』
六
八
：
一
一

（
85
） 

『
イ
ザ
ヤ
書
』
三
：
七

（
86
） 

『
詩
編
』
一
〇
二
：
五

（
87
） 

『
詩
編
』
八
一
：
一
一

（
88
） 

『
出
エ
ジ
プ
ト
記
』
一
六
：
三
一
‐
三
六

（
89
） 

『
詩
編
』
三
五
：
一
〇

（
90
） 

『
詩
編
』
三
五
：
一
〇

（
91
） 

『
列
王
記
上
』
一
九
：
八

（
92
） 

『
詩
編
』
三
四
：
一
一

（
93
） 

『
詩
編
』
九
一
：
三

（
94
） 

『
詩
編
』
一
五
〇
：
五

（
95
） 

『
コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
二
』
三
：
七

（
96
） 
『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
二
〇
：
三
〇

（
97
） 
『
隠
修
者
の
た
め
の
規
則
』Institutio inclusae

（
一
一
五
八

‐
六
三
年
）。
リ
ー
ヴ
ォ
ー
の
エ
ル
レ
ッ
ド
（
一
一
〇
九
頃
‐
一
一
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六
七
年
）
が
女
子
隠
修
者
の
た
め
に
執
筆
し
た
規
則
。

（
98
） 
「
瞑
想
に
つ
い
て
」M

editationes

（
99
） 
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
二
：
二
五
‐
三
五

（
100
） 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
二
：
四
六

（
101
） 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
三
：
二
一
‐
二
二

（
102
） 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
四
：
二

（
103
） 

『
箴
言
』
八
：
三
一

（
104
） 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
四
：
二
二

（
105
） 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
四
：
七
‐
一
五

（
106
） 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
一
一
：
三
五

（
107
） 

『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
一
四
：
五
〇

（
108
） 

『
詩
編
』
一
四
一
：
二

（
109
） 

『
へ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
』
四
：
一
二

（
110
） 

『
詩
編
』
一
〇
四
：
二
五

（
111
） 

『
詩
編
』
九
五
：
四

（
112
） 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
一
：
七
九

（
113
） 

慶
應
写
本
第
三
二
葉
表
第
一
段
第
一
行
目
の
テ
ク
ス
ト
は
『
修

練
者
の
鏡
』
第
六
章
の
途
中
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

（
114
） 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
二
〇
：
二
八

（
115
） 

『
詩
編
』
六
八
：
三

（
116
） 

慶
應
版
で
は
、
こ
こ
で
音
階
の
た
と
え
が
使
わ
れ
て
い
る
。

（Baba &
 M

cLynn, 2005, pp.67-68.

）
註
（
26
）
参
照
。

（
117
） 

『
詩
編
』
七
六
：
一
一 

（
118
） 

『
詩
編
』
三
三
：
二

（
119
） 

『
詩
編
』
一
一
九
：
五
四

（
120
） 

『
詩
編
』
一
〇
八
：
二

（
121
） 

当
時
の
修
道
院
に
お
け
る
「
三
時
」
は
午
前
九
時
頃
。
た
だ
し
、

季
節
に
よ
っ
て
異
な
る
。

（
122
） 

『
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
六
：
一
一

（
123
） 

毎
日
行
わ
れ
る
集
会capitulum

で
は
、
戒
律
や
会
則
に
対
す

る
違
反
の
告
白
や
告
発
が
行
わ
れ
た
。
ル
イ
ス
・
Ｊ
・
レ
ッ
カ
イ
著
、

朝
倉
文
市
・
函
館
ト
ラ
ピ
ス
チ
ヌ
訳
『
シ
ト
ー
会
修
道
院
』
一
九
八

九
年
、
平
凡
社
、
四
六
八
︲
四
六
九
頁
参
照
。

（
124
） 

こ
こ
で
は
「
裁
き
、
裁
判
」
の
意
。

（
125
） 

シ
ト
ー
会
は
そ
の
修
道
生
活
に
お
い
て
、
手
を
使
う
仕
事
、
す

な
わ
ち
労
働
の
実
践
を
重
視
し
て
い
る
。「
怠
慢
は
霊
魂
の
敵
で
あ

る
。
そ
こ
で
兄
弟
は
一
定
の
時
間
を
手
作
業
に
当
て
、
さ
ら
に
他
の

一
定
の
時
間
を
聖
な
る
読
書
に
割
く
も
の
と
す
る
。」（『
戒
律
』四
八
：

一
）「
私
た
ち
の
先
祖
と
使
徒
た
ち
が
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
自
分
の

手
を
使
い
働
く
こ
と
に
よ
り
生
活
し
て
初
め
て
真
の
修
道
士
と
言
え

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
何
ご
と
も
柔
軟
な
精
神
の
持
ち
主
を
お
も
ん

ば
か
り
、
節
度
を
も
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」（『
戒
律
』

四
八
：
八
︲
九
）

（
126
） 

「
肉
の
衝
動
」carnis stim

ulis 

性
的
衝
動
の
意
。A

m
brosius 

M
ediolanensis, D

e virginis, PL 238:106; A
elredus Rievallensis, 

Serm
ones de oneribus, PL 195: 452; A

nselm
us Cantuariensis, 

E
xhortatio ad contem

ptum
 tem

poralium
 et desiderium

 
aeternorum

, PL 158.
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（
127
） 

「
城
塞
へ
行
け
」V

ade ad castra.

のcastrum

、（
複
）

castra

は
「
城
下
町
」
の
意
か
。『
シ
ト
ー
修
道
院
創
立
小
史
』

E
xordium

 Cisterciensis coenobii (E
xordium

 parvum

）
第

一
五
章
に「
聖
な
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
が
共
住
修
道
院
共
同
体
を
都
市
、

城
塞
、
荘
園
の
な
か
で
は
な
く
、
人
々
の
往
来
か
ら
離
れ
た
場
所
に

建
て
た
こ
と
を
、
か
の
聖
な
る
人
び
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、

自
分
た
ち
に
も
熱
心
に
そ
れ
に
見
倣
う
こ
と
を
約
束
し
て
い
ま
し

た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
シ
ト
ー
会
の
修
道
院
は
人
里
離
れ
た
場
所
に

造
ら
れ
る
決
ま
り
だ
っ
た
。
灯
台
の
聖
母
ト
ラ
ピ
ス
ト
大
修
道
院
、

一
九
八
九
年
、
六
二
︲
六
三
頁

（
128
） 

全
員
が
揃
っ
て
同
時
に
食
卓
で
食
事
を
取
る
こ
と
は
『
戒
律
』

に
も
定
め
ら
れ
て
お
り
、
定
刻
以
前
な
い
し
は
以
後
に
食
堂
に
来
る

者
は
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
（『
戒
律
』
四
三
：
一
三-

一
四
、四
四
：

九
）。

（
129
） 

「
そ
れ
を
全
部
と
り
か
え
て
も
ら
っ
た
り
せ
ず
に
」non ea 

perm
ittas om

nino m
utari

は
、「
ま
っ
た
く
手
を
つ
け
ず
に
下
げ

て
も
ら
う
」
の
意
か
。

（
130
） 

『
戒
律
』
は
重
い
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
患
者
以
外
の
者
が
四

足
獣
の
肉
を
食
べ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
が
、
魚
の
肉
を
食
べ
る
こ

と
は
特
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
（『
戒
律
』
三
九
：
一
一
）。
そ
れ
ゆ

え
中
世
の
シ
ト
ー
会
は
貴
重
な
タ
ン
パ
ク
源
と
し
て
、
あ
る
い
は
収

入
源
と
し
て
、
多
く
の
修
道
院
に
養
魚
池
を
つ
く
っ
て
魚
を
養
殖
し

て
い
た
。（
レ
ッ
カ
イ
、
一
九
八
九
年
、
四
一
一
頁
）
ミ
ッ
カ
ー
ス

は
ピ
タ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
魚
が
食
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る
。（M
ikkers, 1946, p. 56

）
レ
ッ
カ
イ
、
一
九
八
九
年
、
四
七

一
頁
参
照
。

（
131
） 

『
詩
編
』
一
三
〇
：
七
参
照
。

（
132
） 

「
パ
ン
の
三
分
の
一
」tertiam

 partem
 de pane

と
い
う
フ

レ
ー
ズ
は
『
戒
律
』
に
も
見
ら
れ
る
。『
戒
律
』
第
三
九
章
は
、
一

日
の
食
事
が
昼
食
だ
け
の
と
き
も
、
昼
食
と
夕
食
の
二
回
に
渡
る
と

き
も
、
一
日
に
与
え
ら
れ
る
パ
ン
の
総
量
は
一
リ
ブ
ラ
（
約
三
〇
〇

グ
ラ
ム
）
と
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
食
事
が
二
回
あ
る
日
は
、
修
道

院
の
食
糧
管
理
担
当
者
で
あ
る
総
務
長
が
全
員
か
ら
「
一
リ
ブ
ラ
の

パ
ン
の
三
分
の
一
」を
夕
食
ま
で
預
か
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
て
い
る
。

古
田
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
五
九
─
一
六
二
頁
参
照
。

（
133
） 

節
制
に
よ
っ
て
中
世
シ
ト
ー
会
の
人
々
は
、『
戒
律
』
が
定
め

て
い
る
分
量
よ
り
も
実
際
に
は
少
な
い
量
の
食
事
を
と
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
節
制
を
好
む
傾
向
は
中
世
以
来
の
シ
ト
ー

会
の
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
の『
雅

歌
に
つ
い
て
』
に
も
「
パ
ン
も
、重
量
を
正
確
に
計
っ
て
食
べ
ま
す
。

あ
ん
ま
り
た
く
さ
ん
食
べ
る
と
、
お
腹
が
膨
れ
て
、
神
様
に
お
祈
り

す
る
と
き
、信
心
の
念
が
湧
か
な
い
よ
う
に
な
る
か
ら
で
す
。」（『
雅

歌
に
つ
い
て
』
第
六
六
説
教
）
と
い
う
記
述
を
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
聖
ベ
ル
ナ
ル
ド
著
、山
下
房
三
郎
訳『
雅
歌
に
つ
い
て（
三
）』、

あ
か
し
書
房
、
一
九
九
〇
年
、
三
七
二
頁
。

（
134
） 
「
完
全
な
節
食
」abstinentiam

 om
nino

断
食
の
意
。

（
135
） 
「
完
全
な
節
食
を
私
は
禁
止
す
る
」A

bstinentiam
 om

nino 
interdico tibi ne facias

一
人
称
単
数
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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（
136
） 

健
康
の
た
め
に
、
育
ち
盛
り
の
者
は
節
食
を
控
え
め
に
行
う
べ

き
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
137
） 
副
食
は
原
則
二
品
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
好
き
嫌
い
は「
弱
さ
」

と
し
て
容
認
さ
れ
て
お
り
、
好
み
に
応
じ
て
一
品
だ
け
選
ん
で
も
よ

い
し
、
両
方
を
選
ん
で
も
よ
か
っ
た
。（『
戒
律
』
三
九
：
一-

三
）

（
138
）『
戒
律
』
は
一
日
の
ワ
イ
ン
摂
取
量
の
上
限
を
原
則
と
し
て
一
ヘ

ミ
ナ
と
規
定
し
て
い
る
。（『
戒
律
』
四
〇
：
一-

九
）
ヘ
ミ
ナ
の
分

量
に
は
諸
説
あ
る
。
レ
ッ
カ
イ
は
七
五
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
い
う
説

を
紹
介
し
て
い
る
が
（
レ
ッ
カ
イ
、
一
九
八
九
年
、
四
七
三
頁
）、

古
田
は
約
二
五
〇
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
い
う
説
を
も
と
り
あ
げ
て
い
る

（
古
田
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
六
五
頁
）。

（
139
） 

ワ
イ
ン
で
酩
酊
し
た
ノ
ア
は
裸
に
な
り
、
そ
れ
を
息
子
に
見
ら

れ
た
。（『
創
世
記
』
九
：
二
一-

二
七
）;

ワ
イ
ン
で
泥
酔
し
て
い
た

ロ
ト
は
自
分
の
娘
た
ち
を
孕は

ら

ま
せ
た
。（『
創
世
記
』
一
九
：
三
〇-

三
八
）;

宴
会
で
泥
酔
し
た
ナ
バ
ル
は
翌
朝
昏
睡
状
態
に
陥
り
、
ま

も
な
く
死
ん
だ
。（『
サ
ム
エ
ル
記
上
』
二
五
：
三
六-

三
八
）

（
140
） 

「
か
の
使
徒
は
…
（
中
略
）
…
出
さ
れ
た
も
の
に
満
足
し
な
さ

い
と
言
っ
て
い
る
」A

postolus 

… didicit esse contentus 
praesentibus.

「
か
の
使
徒
」
と
は
パ
ウ
ロ
の
こ
と
。「（
金
銭
に
）

執
着
し
な
い
生
活
を
し
、
今
持
っ
て
い
る
も
の
で
満
足
し
な
さ
い
」

Sint m
ores sine avaritia contenti praesentibus

（『
ヘ
ブ
ラ
イ

人
へ
の
手
紙
』
一
三
：
五
）

（
141
） 

夢
精
に
つ
い
て
は
ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
シ
ア
ヌ
ス
も
『
要
綱
』

Coenobiorum
 institutis

の
う
ち
の
１
つ
の
章
を
割
い
て
い
る
。

（『
要
綱
』
第
一
一
章
「
ど
の
よ
う
に
夢
精
を
公
表
す
る
べ
き
か
」

PL49:280A
-281A

.

）

（
142
） 

ミ
ッ
カ
ー
ス
は
ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
聖
マ
ラ
キ
ア

ス
伝
』
二
九
：
六
五
に
も
こ
の
慣
習
の
事
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。（M

ikkers, 1946, p.57.

）

（
143
） 

『
サ
ム
エ
ル
記
上
』
二
：
三
〇

（
144
） 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
一
四
：
一
一

（
145
） 

『
ペ
ト
ロ
の
手
紙
一
』
五
：
五; 

作
者
不
明
、
伝
サ
ン=

ヴ
ィ
ク

ト
ー
ル
の
フ
ー
ゴ
『
小
品
集
』; PL177:684A

; 

ク
レ
ル
ヴ
ォ
ー
の

ベ
ル
ナ
ー
ル
『
書
簡
集
』;PL182:287C.

（
146
） 

『
詩
編
』
一
一
一
：
一
〇
。

（
147
） 

『
総
会
決
議
事
項
』
に
は
、
大
修
道
院
に
必
ず
備
え
る
べ
き
書

物
と
し
て
「
詩
編
集
、
賛
歌
集
、
祈
願
集
、
交
唱
集
、
昇
階
唱
集
、

戒
律
、
ミ
サ
典
礼
書
」
の
七
冊
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
（
第
九
章
）、

ま
た
、
各
シ
ト
ー
会
修
道
院
で
内
容
が
共
通
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

書
物
と
し
て
「
ミ
サ
典
礼
書
、〔
福
音
書
の
〕
本
文
、
書
簡
集
、
祈

願
集
、
昇
階
唱
集
、
交
唱
集
、
賛
歌
集
、
詩
編
集
、
教
父
朗
読
集
、

戒
律
、
典
礼
暦
」
の
十
一
冊
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
（
第
十
章
）。

（
148
） 

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
『
戒
律
』

（
149
） 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
詩
編
註
解
』E

rrationes in Psalm
os

（
150
） 

『
詩
編
註
解
』
第
三
〇
編
。『
詩
編
』
三
一
：
一

（
151
） 
『
詩
編
註
解
』
第
一
〇
九
編
。『
詩
編
』
一
一
〇
：
一

（
152
） 
『
詩
編
註
解
』
第
一
一
九
編
。『
詩
編
』
一
一
九
：
一

（
153
） 

『
詩
編
註
解
』
第
一
五
〇
編
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（
154
） 

ホ
イ
ラ
ン
ド
の
ギ
ル
バ
ー
ト
『
雅
歌
に
つ
い
て
』。
ク
レ
ル

ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
（
一
〇
九
一-

一
一
五
三
年
）
の
代
表
作
の

ひ
と
つ
で
あ
る
雅
歌
註
解
書
『
雅
歌
に
つ
い
て
』
を
引
き
継
い
で
、

ホ
イ
ラ
ン
ド
の
ギ
ル
バ
ー
ト
（
一
一
七
二
年
没
）、
ペ
ル
セ
イ
ニ
ュ

の
ト
マ
ス
（
一
一
九
〇
年
没
）、フ
ォ
ー
ド
大
修
道
院
長
ジ
ョ
ン
（
一

二
二
〇
年
没
）、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
ギ
ル
バ
ー
ト
ら
、
複
数
の
シ

ト
ー
会
著
作
家
た
ち
が
同
題
の
作
品
を
著
し
た
。（
レ
ッ
カ
イ
、 

一

九
八
九
年
、
二
九
八
頁
）

（
155
） 

ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
シ
ア
ヌ
ス
『
霊
的
談
話
集
』Collationes.

カ
シ

ア
ヌ
ス
（
三
六
〇
頃-

四
三
〇/
四
三
五
年
頃
）
は
エ
ジ
プ
ト
の
修

道
院
で
東
方
修
道
制
の
影
響
を
強
く
受
け
、『
霊
的
談
話
集
』
の
他

に
『
共
住
修
道
制
規
約
お
よ
び
八
つ
の
罪
源
の
矯
正
に
つ
い
て
』

D
e institutis coenobiorum

 et de octo principalium
 vitiorum

 
rem

ediis

な
ど
の
修
道
生
活
指
導
書
を
著
し
て
い
る
。（
ヨ
ハ
ネ
ス

･

カ
ッ
シ
ア
ヌ
ス
著
、
市
瀬
英
昭
訳
『
霊
的
談
話
集
』
中
世
思
想
原

典
集
成
４　

初
期
ラ
テ
ン
教
父
、
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
、
一
一
〇

八
─
一
一
一
四
頁
。）『
戒
律
』
の
第
四
二
章
は
カ
シ
ア
ヌ
ス
の
『
霊

的
談
話
集
』
に
つ
い
て
、
第
七
三
章
は
『
霊
的
談
話
集
』
と
『
共
住

修
道
制
規
約
お
よ
び
八
つ
の
罪
源
の
矯
正
に
つ
い
て
』
に
つ
い
て
言

及
し
て
い
る
。

（
156
） 

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
『
書
簡
集
』E

pistolae.

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
（
三

四
七-

四
一
九/

四
二
〇
年
）
が
様
々
な
人
に
宛
て
て
書
い
た
書
簡

の
集
成
。
共
住
修
道
制
と
隠
修
生
活
の
双
方
の
美
徳
に
関
す
る
入
門

者
向
け
の
作
品
が
多
い
。（
ヒ
エ
ロ
ニ
ュ
ム
ス
著
、荒
井
洋
一
訳
『
書

簡
集
』
中
世
思
想
原
典
集
成
４　

初
期
ラ
テ
ン
教
父
、
平
凡
社
、
一

九
九
九
年
、
六
三
五
─
七
三
三
頁
。）

（
157
） 

リ
ー
ヴ
ォ
ー
の
エ
ル
レ
ッ
ド
の
著
作
に
は
『
愛
徳
の
鏡
に
つ
い

て
』D

e speculo caritatis

や
『
霊
的
友
愛
に
つ
い
て
』D

e 
spirituali am

icitia

な
ど
が
含
ま
れ
る
。（
リ
ー
ヴ
ォ
ー
の
ア
エ
レ

ル
ド
ゥ
ス
著
、
矢
内
義
顕
訳
『
霊
的
友
愛
に
つ
い
て
』
中
世
思
想
原

典
集
成
10　

修
道
院
神
学
、
平
凡
社
、
一
九
九
七
年
、
六
一
三
─
六

九
四
頁
。）

（
158
） 

サ
ン=

テ
ィ
エ
リ
の
ギ
ヨ
ー
ム
『
モ
ン=

デ
ィ
ユ
の
兄
弟
た

ち
へ
の
手
紙
』A

d Fratres de M
onte D

ei.

一
一
四
四
年
頃
に
執

筆
さ
れ
た
『
黄
金
の
書
簡
』E

pistola aurea

と
も
呼
ば
れ
る
こ
の

作
品
は
、
ギ
ヨ
ー
ム
（
一
〇
八
〇/

八
五-

一
一
四
八
年
）
が
か
つ

て
訪
問
し
た
モ
ン=

デ
ィ
ユ
修
道
院
の
カ
ル
ト
ゥ
ジ
ア
会
士
た
ち
、

特
に
修
道
生
活
の
初
心
者
た
ち
に
宛
て
て
書
か
れ
た
修
道
生
活
指
導

書
で
あ
る
。（
サ
ン･

チ
ェ
リ
の
ギ
ョ
ー
ム
著
、
高
橋
正
行
訳
『
神

の
山
の
兄
弟
た
ち
へ
の
書
簡　

黄
金
の
書　

─
観
想
生
活
に
つ
い
て

─
』
あ
か
し
書
房
、
一
九
八
八
年
。）

（
159
） 

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
『
書
簡
集
』
第
一
三
〇
参
照
。

（
160
） 

『
雅
歌
』
一
：
七
参
照

（
161
） 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
一
三
：
三
六
─
三
七

（
162
） 

『
使
徒
言
行
録
』
八
：
二
〇

（
163
） 
『
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
』
八
：
三
三

（
164
） 
『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
一
一
：
七

（
165
） 
埋
葬
さ
れ
る
修
道
女
に
十
字
架
を
持
た
せ
て
い
た
、
と
い
う
意
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味
か
。

（
166
） 
十
字
架
の
キ
リ
ス
ト
像
の
頭
部
が
動
く
と
い
う
奇
跡
は
、
ド
イ

ツ
の
シ
ト
ー
会
士
で
修
練
長
で
も
あ
っ
た
ハ
イ
ス
テ
ル
バ
ッ
ハ
の
カ

エ
サ
リ
ウ
ス
（
一
二
四
五
年
頃
没
）
が
編
纂
し
た
『
奇
跡
に
つ
い
て

の
対
話
』D

ialogus m
iraculorum

 

第
八
巻
二
一
章
に
も
見
ら
れ

る
。Caesarius of H

eisterbach, translated by H
. von E. 

Scott &
 C.C. Sw

inton Bland, T
he D

ialogue of M
iracles, 

V
ol. 2, George Routledge &

 Sons, London, 1929, pp.23-24.

（
167
） 

こ
の
奇
跡
譚
の
出
典
は
不
明
。

（
168
） 

第
一
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
日
々
の
告
白
」
の
こ
と
か
。

（
169
） 

『
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
て
』
一
〇
：
二

（
170
） 

『
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
四
：
二
九

（
171
） 

死
者
の
た
め
の
聖
務
日
課
よ
り
。

（
172
） 

い
わ
ゆ
る
「
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
信
条
」。「
ク
イ
ク
ム
ク
エ
信
条
」

と
も
言
う
。

（
173
） 

痛
悔
詩
編
と
も
言
う
。
六
章
、
三
二
章
、
三
八
章
、
五
一
章
、

一
〇
一
章
、
一
三
〇
章
、
一
四
三
章
の
七
つ
の
詩
編
か
ら
成
る
。

（
174
） 

『
戒
律
』
第
七
一
章
参
照
。

（
175
） 

ゲ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
が
ど
う
い
う
人
物
だ
っ
た
か
は
不
明
。

（
176
） 

出
典
不
明
。

（
177
） 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
七
：
四
五
参
照
。
イ
エ
ス
が
十

字
架
に
か
け
ら
れ
て
い
る
と
き
、
昼
間
だ
と
い
う
の
に
暗
く
な
る
と

い
う
現
象
が
昼
の
十
二
時
か
ら
三
時
ま
で
続
い
た
。
当
時
の
修
道
院

に
お
け
る
「
六
時
」
は
現
在
の
正
午
頃
、「
九
時
」
は
現
在
の
午
後

三
時
頃
。

（
178
） 

偽
ベ
ル
ナ
ル
ド
ゥ
ス
。
ホ
イ
ラ
ン
ド
の
ギ
ル
バ
ー
ト
『
雅
歌
に

つ
い
て
』
二
：
一
、PL 184:210

参
照
。

（
179
） 

『
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
』
二
三
：
四
二

（
180
） 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
二
七
：
五
四

（
181
） 

『
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
』
一
九
：
三
八―

四
二
。
ヨ
セ
フ
と

ニ
コ
デ
モ
は
イ
エ
ス
の
遺
体
を
十
字
架
か
ら
降
ろ
し
て
埋
葬
し
た
。

（
182
） 

こ
こ
で
は
悪
徳
と
し
て
、
ま
ず
「
憂
鬱
・
無
気
力
」、「
情
欲
」、

「
不
従
順
」、「
不
忍
耐
」、「
虚
栄
」、「
傲
慢
」、「
悪
意
」
の
七
大
罪

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
183
） 

『
イ
ザ
ヤ
書
』
二
二
：
一
三

（
184
） 

『
箴
言
』
二
七
：
一

（
185
） 

『
サ
ム
エ
ル
記
上
』
一
五
：
二
三

（
186
） 

他
人
の
も
の
を
借
り
る
と
利
子
を
払
う
こ
と
に
な
る
、
と
い
う

意
味
。

（
187
） 

『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
七
：
二

（
188
） 

『
テ
モ
テ
へ
の
手
紙
一
』 

六
：
七

（
189
） 

『
ロ
ー
マ
の
信
徒
へ
の
手
紙
』
八
：
一
八

（
190
） 

出
典
不
明
。

（
191
） 

出
典
不
明
。

（
192
） 

『
箴
言
』
二
六
：
五

（
193
） 
『
マ
カ
バ
イ
記
二
』
二
：
六
二
、『
ゼ
フ
ァ
ニ
ヤ
書
』
一
：
一
七
、

『
ヨ
ブ
記
』
二
五
：
六
、『
詩
編
』
二
一
：
七

（
194
） 

『
マ
カ
バ
イ
記
一
』
一
三
：
五
。『
民
数
記
』
六
：
二
一
参
照
。
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（
195
） 

『
創
世
記
』
三
四
：
一
。
ヤ
コ
ブ
と
レ
ア
の
娘
デ
ィ
ナ
は
土
地

の
娘
た
ち
に
会
い
に
出
か
け
た
際
、
ヒ
ビ
人
ハ
モ
ル
の
息
子
シ
ケ
ム

に
強
姦
さ
れ
た
。

（
196
） 

『
創
世
記
』
二
七
：
一-

四
六
。
父
イ
サ
ク
に
料
理
を
作
る
た

め
に
エ
サ
ウ
が
狩
り
に
出
か
け
て
い
る
間
、
エ
サ
ウ
の
弟
ヤ
コ
ブ
が

兄
に
な
り
す
ま
し
て
父
の
祝
福
を
受
け
て
し
ま
っ
た
。

（
197
） 

『
サ
ム
エ
ル
記
下
』
一
三
：
一―

一
四
。
ダ
ビ
デ
の
息
子
ア
ム
ノ

ン
は
仮
病
を
つ
か
っ
て
異
母
妹
タ
マ
ル
を
自
分
の
家
へ
呼
び
出
し
、

彼
女
を
強
姦
し
た
。

（
198
） 

「
ネ
ス
ト
ル
大
修
道
院
長
の
講
話
」In Collatione abbatis 

N
estoris. 

ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
シ
ア
ヌ
ス
著『
霊
的
談
話
集
』Collationes

の
第
十
四
講
話
の
こ
と
。

（
199
） 

ヨ
ハ
ネ
ス
・
カ
シ
ア
ヌ
ス
『
霊
的
談
話
集
』
第
十
四
講
話
第
五

︲
六
章
。、PL49:959-960

。

（
200
） 

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
『
書
簡
』
第
十
四
「
ヘ
リ
オ
ド
ル
ス
へ
の
手
紙
」

PL22:354

。

（
201
） 

『
創
世
記
』
三
：
一
七

（
202
） 

『
イ
ザ
ヤ
書
』
五
三
：
四

（
203
） 

『
イ
ザ
ヤ
書
』
一
：
一
四

（
204
） 

『
哀
歌
』
一
：
一
二

（
205
） 

『
イ
ザ
ヤ
書
』
五
三
：
一
二

（
206
） 

『
創
世
記
』
三
：
二
四

　

本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
、
お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
教
育
改
革
支

援
プ
ロ
グ
ラ
ム「
日
本
文
化
研
究
の
国
際
的
情
報
伝
達
ス
キ
ル
の
育
成
」

平
成
二
十
年
度
海
外
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
助
成
を

受
け
ま
し
た
。
関
係
者
の
皆
様
に
心
よ
り
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

（
お
茶
の
水
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


