
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
に
見
え
る
禅
語
に
つ
い
て

―
自
由
と
無
事

―

安

永

祖

堂

は
じ
め
に

聖
名Fucan Fabian

、
不
干
斎
ハ
ビ
ア
ン
（
巴
鼻
庵
、
好
菴
、
一
五
六
五
～
一
六
二
一
）
は
禅
僧
を
経
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
し
、

後
に
棄
教
し
て
キ
リ
ス
ト
教
弾
圧
に
協
力
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
。

彼
が
日
本
人
修
道
士
と
し
て
イ
エ
ズ
ス
会
に
属
し
て
い
た
こ
と
は
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
出
自
に
関
し
て
は
詳
ら
か
で
は
な

い
。キ

リ
シ
タ
ン
禁
教
令
以
降
、
後
代
に
な
っ
て
流
布
さ
れ
た
二
次
史
料
で
あ
る
排
耶
物
語
に
は
「
生
国
加
賀
」（『
南
蛮
寺
興
廃
記
』）
あ

る
い
は
「
越
中
」（『
蛮
宗
制
禁
録
』）
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、そ
こ
に
は
ま
た
僧
名
を
「
恵
俊
」（『
切
支
丹
宗
門
来
朝
実
記
』）

ま
た
は
「
恵
春
、
ゑ
じ
ゅ
ん
」（『
南
蛮
寺
興
廃
記
』）
と
号
し
て
、
彼
が
京
都
大
徳
寺
、
さ
ら
に
は
建
仁
寺
に
於
い
て
僧
籍
を
持
ち
、
臨

済
禅
参
究
の
日
々
を
重
ね
て
い
た
こ
と
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
ハ
ビ
ア
ン
が
、慶
長
十
（
一
六
〇
五
）
年
に
神
儒
仏
の
三
教
に
対
し
て
筆
誅
を
加
え
る
た
め
に
著
し
た
キ
リ
ス
ト
教
護
教
論
書
『
妙
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貞
問
答
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
見
え
る
。

サ
テ
其
真
ト
ハ
何
ゾ
ト
申
ニ
、
我
宗
キ
リ
シ
タ
ン
ノ
教
ノ
事
ニ
テ
サ
フ
ラ
フ
。
此
宗
ノ
教
ノ
真
実
ニ
シ
テ
広
大
ニ
侍
事
ハ
、
天
地
ヲ

紙
ト
ナ
シ
、
万
ノ
草
木
ヲ
筆
ト
シ
、
西
ノ
海
ヲ
硯
ト
シ
テ
書
ト
モ
、
イ
カ
デ
書
尽
ス
ベ
キ
ナ
レ
バ
、
マ
シ
テ
ヤ
身
ヅ
カ
ラ
ナ
ド
ガ
ヤ
ウ

ナ
ル
者
ノ
、
此
教
ヲ
語
リ
マ
イ
ラ
セ
ン
ト
テ
、
一
ツ
ノ
理
リ
ヲ
モ
申
顕
ハ
サ
ン
ト
ス
ル
事
ハ
、
タ
ト
ヘ
バ
嬰
児
ノ
貝
ヲ
取
テ
滄
海
ヲ
量

ラ
ン
ト
ス
ル
ヤ
ラ
ン
ニ
テ
サ
フ
ラ
ヘ
ド
モ
、「
一
文
ハ
無
文
ノ
師
」
ト
申
ナ
ラ
ヒ
ノ
サ
フ
ラ
ヘ
バ
、
寺
ヘ
モ
御
供
申
テ
聞
セ
マ
イ
ラ
ス

ベ
キ
其
下
地
計
ニ
少
シ
語
リ
マ
イ
ラ
ス
ベ
シ（

１
）。

キ
リ
シ
タ
ン
文
学
研
究
家
と
し
て
大
成
を
期
待
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
志
半
ば
に
し
て
他
界
し
た
米
井
力
也
は
、
こ
の
箇
所
の
後
半
の
部

分
に
注
目
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
に
ハ
ビ
ア
ン
が
「
幽
貞
」
の
謙
辞
と
し
て
記
し
た
「
タ
ト
ヘ
バ
嬰
児
ノ
貝
ヲ
取
テ
滄
海
ヲ
量
ラ
ン
ト
ス
ル
ヤ
ラ
ン
ニ
テ
サ
フ
ラ

ヘ
ド
モ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
ま
つ
わ
る
説
話
を
踏
ま
え
た
も
の

だ
っ
た
。（
中
略
）
三
位
一
体
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
根
幹
を
な
す
玄
義
に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
す
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
と
こ
ろ

へ
天
使
が
子
ど
も
の
姿
を
借
り
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
の
説
話
は
、
じ
つ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
の
著
作
に
は
み
ら
れ
な
い
。

ず
っ
と
の
ち
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。（
中
略
）
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
が
訪
れ
た
時
代
に
は
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
広
く

知
れ
わ
た
っ
て
い
た
こ
の
説
話
を
、
日
本
人
修
道
士
ハ
ビ
ア
ン
が
比
喩
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、『
妙
貞
問
答
』
執
筆
以

前
に
こ
れ
を
耳
に
し
て
い
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
お
そ
ら
く
彼
は
宣
教
師
の
説
教
を
聞
い
て
こ
の
説
話
を
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う（

２
）
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た
し
か
に
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
研
究
者
と
し
て
の
視
座
か
ら
は
、
こ
の
後
半
部
分
に
着
目
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
推
測
が
成
立
す
る
と
い

う
説
明
が
充
分
に
首
肯
で
き
る
。

し
か
し
、
禅
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
注
目
さ
れ
る
の
は
前
半
部
分
、「
天
地
ヲ
紙
ト
ナ
シ
、
万
ノ
草
木
ヲ
筆
ト
シ
、
西
ノ
海
ヲ

硯
ト
シ
テ
書
ト
モ
、
イ
カ
デ
書
尽
ス
ベ
キ
ナ
レ
バ
」
と
い
う
箇
所
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
こ
の
文
章
は
、
五
祖
法
演
（
一
〇
七
四
～
一
一
〇
四
）
に
よ
る
以
下
の
公
案
を
踏
ま
え
て
い
る
と
推
察
す
る
の
で
あ
る
が
如

何
で
あ
ろ
う
か
。

五
祖
演
禅
師
、
衆
に
示
し
て
云
く
、「
若
し
人
有
っ
て
虚
空
を
紙
と
為
し
、
大
海
を
硯
と
為
し
、
須
弥
を
筆
と
為
し
て
、
如
何
が
祖

師
西
来
意
の
五
字
を
書
き
得
ん
。
若
し
西
来
意
の
五
字
を
書
き
得
ば
、
老
僧
、
坐
具
を
展
べ
て
你
を
礼
拝
せ
ん
」。（『
葛
藤
集
』
第

三
十
七
則
）

お
そ
ら
く
は
ハ
ビ
ア
ン
は
イ
エ
ズ
ス
会
入
会
以
前
に
禅
僧
で
あ
っ
た
頃
、こ
の
文
章
を
目
睹
す
る
機
会
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

お
よ
そ
『
葛
藤
集
』
の
成
立
に
関
し
て
は
、
道
前
宗
閑
に
よ
る
と
十
七
世
紀
後
半
か
ら
安
政
年
間
に
か
け
て
、
安
藤
嘉
則
の
説
で
は

十
七
世
紀
後
半
か
ら
元
禄
年
間
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
う
と
す
れ
ば
、
ハ
ビ
ア
ン
が
『
葛
藤
集
』
そ
の
も
の
を
手
に
取
っ
た
と
考
え
る
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
明
蔵
本
『
古

尊
宿
語
録
』
に
収
め
ら
れ
る
『
五
祖
法
演
禅
師
語
録
』
に
や
は
り
以
下
の
よ
う
な
文
が
見
え
る
。

上
堂
し
て
云
く
、
四
大
海
水
を
得
て
一
枚
の
硯
と
為
し
、
須
弥
山
を
一
管
の
筆
と
作
し
、
人
有
て
虚
空
裏
に
向
か
っ
て
、
祖
師
西
来

意
の
五
字
を
写
さ
ば
、
太
平
下
座
、
大
い
に
坐
具
を
展
べ
、
礼
拝
し
て
師
と
為
さ
ん
。
若
し
写
し
得
ず
ん
ば
、
仏
法
に
霊
験
無
け
ん
、
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有
り
や
、
有
り
や
。
便
ち
下
座
す（

３
）。

明
蔵
本
『
古
尊
宿
語
録
』
は
明
の
永
楽
初
（
一
四
〇
三
）
年
に
南
京
で
開
版
さ
れ
た
大
蔵
経
の
一
部
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
道
前
に
よ
っ
て
、
五
祖
法
演
の
譬
喩
は
、
も
と
八
十
巻
『
華
厳
経
』
巻
六
十
二
「
入
法
界
品
」
徳
雲
比
丘
章
に
説
く
、「
大

海
量
の
墨
と
須
弥
聚
の
筆
」（
大
正
一
〇
・
三
三
六
上
）
に
基
づ
く
で
あ
ろ
う
こ
と
、
さ
ら
に
、『
中
峰
広
録
』
巻
二
十
五
に
も
、「
虚
空
を

紙
と
為
し
、
須
弥
の
筆
で
般
若
両
箇
の
字
を
書
か
ん
と
擬
す
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る（

４
）。

よ
っ
て
、
ハ
ビ
ア
ン
が
こ
れ
ら
の
仏
典
祖
録
の
い
ず
れ
か
の
文
章
に
誘
引
さ
れ
て
、
先
述
の
表
現
に
到
っ
た
と
推
し
量
っ
て
も
不
自
然

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
従
前
の
キ
リ
ス
ト
教
的
視
点
と
併
せ
て
禅
仏
教
的
視
座
の
方
向
か
ら
も
検
討
し
て
初
め
て
、
ハ
ビ
ア
ン
と
い
う
人
物
の
宗
教

的
境
致
に
は
そ
の
内
奥
に
臨
済
禅
と
南
欧
カ
ト
リ
ッ
ク
の
両
面
が
混
在
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

従
来
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
研
究
は
専
ら
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
研
究
者
、
日
本
文
学
研
究
者
、
国
語
学
研
究
者
、
あ
る
い
は
印
刷
出
版

史
研
究
者
な
ど
に
よ
っ
て
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。

実
際
に
、
こ
の
分
野
で
仏
教
か
ら
、
と
り
わ
け
禅
研
究
者
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
見
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
や
は
り
仏
教
及
び
禅
の
視
点
を
欠
い
た
研
究
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
精
査
に
は
不
充
分
且
つ
偏
頗
な
成
果
し
か
期
待
で

き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
翻
訳
作
業
に
仏
僧
、
特
に
禅
宗
系
の
僧
侶
出
身
者
が
多
く
従
事
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。

よ
っ
て
そ
れ
ら
の
翻
訳
作
業
の
過
程
に
於
い
て
、
ど
の
よ
う
な
仏
教
語
あ
る
い
は
禅
語
が
翻
訳
語
と
し
て
採
用
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ら

が
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
い
う
文
脈
に
嵌
め
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
来
の
語
義
が
如
何
に
変
質
し
て
い
っ
た
か
を
辿
る
こ
と
は
重
要
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な
作
業
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
古
神
道
的
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
基
層
信
仰
と
し
て
、仏
教
、儒
教
、道
教
な
ど
の
東
ア
ジ
ア
的
宗
教
世
界
し
か
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
日
本
人
禅
僧
た
ち
が
、
は
じ
め
て
新
奇
外
来
の
全
く
異
質
の
宗
教
で
あ
る
セ
ム
族
系
一
神
教
に
接
触
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
的
個

の
内
面
に
あ
っ
て
如
何
様
な
霊
的
遍
歴
を
辿
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

そ
れ
ら
の
内
面
的
過
程
を
追
尋
す
る
試
み
は
、
プ
レ
白
隠
禅
、
あ
る
い
は
密
参
禅
と
い
う
よ
う
に
類
型
的
に
把
握
さ
れ
が
ち
な
、
中
世

後
期
の
日
本
禅
の
様
態
を
解
明
す
る
上
で
も
有
効
な
課
題
設
定
で
あ
る
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

よ
っ
て
拙
論
で
は
、
極
め
て
不
充
分
で
は
あ
る
が
「
自
由
」
と
「
無
事
」
と
い
う
二
つ
の
禅
語
を
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
課
題
に
向

け
て
若
干
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一
　「
自
由
」
に
つ
い
て

か
つ
て
筆
者
は
「
禅
語
と
し
て
の
自
由
を
め
ぐ
っ
て
」（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
研
究
紀
要
』
第
二
号
）
と
題
す
る
小
論
で
、
本
来
は
反
価

値
的
な
意
味
を
持
つ
漢
語
の
「
自
由
」
を
禅
者
が
新
た
な
価
値
性
を
付
与
し
て
禅
語
と
し
て
使
用
し
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
の
簡
単
な
ト
レ
ー

ス
を
試
み
た
。

そ
の
過
程
に
あ
っ
て
、
禅
語
の
「
自
由
」
の
最
古
の
使
用
例
と
考
え
ら
れ
る
中
国
の
『
楞
伽
師
資
記
』（
七
一
六
年
頃
成
立
）
か
ら
日

本
の
白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
五
～
一
七
六
八
）
の
法
語
集
ま
で
、「
自
由
」
を
語
彙
と
し
て
含
む
禅
籍
の
歴
史
を
地
勢
的
か
つ
時
間
的
に
辿
っ

て
行
く
中
で
、
一
点
確
認
で
き
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
日
本
人
禅
僧
で
あ
る
鈴
木
正
三
（
一
五
七
九
～
一
六
五
五
）
が
突
出
し
て
禅
語
と
し
て
の
「
自
由
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
夙
に
中
村
元
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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正
三
が
「
自
由
」
と
い
う
語
を
頻
繁
に
、
し
か
も
、
仏
教
の
究
極
の
境
地
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
は
、
注
目
す
べ
き

現
象
で
あ
る（

５
）。

正
三
が
四
十
一
歳
の
時
の
最
初
の
著
作
と
さ
れ
る
『
盲
安
杖
』
に
は
す
で
に
「
自
由
」
が
鍵
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
し
、
あ
る
い

は
、『
万
民
徳
用
』
は
正
三
が
五
十
三
歳
の
時
の
著
作
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
世
の
諸
佛
出
世
在
て
、
衆
生
則
佛
成
事
を
直
に
し
め
し
た
ま
へ
り
。
眼
に
色
を
見
、
耳
に
聲
を
聞
、
鼻
に
香
を
か
ぎ
、
口
に
物
を

云
て
、
思
事
の
自
由
を
な
す
。
手
の
自
由
、
足
の
自
由
、
唯
是
一
佛
の
自
由
な
り（

６
）。

さ
ら
に
正
三
の
晩
年
の
言
行
録
『
驢
鞍
橋
』
を
見
て
も
確
か
に
「
自
由
」
が
頻
出
す
る
。
ち
な
み
に
正
三
は
寛
永
十
九
（
一
六
四
二
）

年
か
ら
二
十
一
（
一
六
四
四
）
年
ま
で
、三
年
間
九
州
天
草
に
滞
在
し
、そ
の
間
に
排
耶
書
で
あ
る
『
破
吉
利
支
丹
』（
一
六
六
二
年
刊
行
）

を
著
述
し
て
当
地
の
寺
社
に
頒
布
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

徳
川
幕
府
の
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
政
策
の
一
環
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
排
耶
書
の
想
定
さ
れ
る
読
者
は
あ
く
ま
で
一
般
民
衆
で
あ
り
、
そ
れ

ら
は
難
解
な
反
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
書
の
類
い
で
は
な
い
。

し
か
し
、
当
然
な
が
ら
正
三
が
排
耶
書
を
著
す
た
め
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
が
如
何
な
る
も
の
か
知
る
必
要
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
正
三
は
当
時
の
日
本
人
と
し
て
は
、
極
め
て
例
外
的
に
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
を
読
む
こ
と
が
可
能
な
、
あ
る
い
は
読
む
必
要
を
有

し
た
立
場
に
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、そ
れ
は
正
三
に
と
っ
て
「
自
由
」
の
意
義
を
再
考
す
る
上
で
も
重
要
な
要
因
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

大
桑
斉
は
そ
の
あ
た
り
の
消
息
を
、
正
三
と
同
様
に
排
耶
僧
と
し
て
知
ら
れ
る
雪
窓
宗
催
（
一
五
八
九
～
一
六
四
九
）
の
活
動
を
精
査
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す
る
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

正
三
は
近
世
仏
教
の
復
興
を
め
ざ
し
て
種
々
の
活
動
を
お
こ
な
う
が
、
こ
れ
に
共
鳴
し
た
人
物
た
ち
の
な
か
に
雪
窓
の
名
を
見
い
出

す
こ
と
が
で
き
る
し
、
正
三
も
そ
の
出
自
を
生
か
し
て
将
軍
及
び
幕
閣
に
仏
教
復
興
を
働
き
か
け
る
一
方
、
自
ら
も
島
原
の
乱
後
の
天

草
巡
錫
を
実
施
す
る
な
ど
排
耶
活
動
を
盛
ん
に
お
こ
な
っ
て
い
た
。
こ
の
過
程
で
長
崎
奉
行
馬
場
利
重
を
は
じ
め
と
し
て
松
平
乗
寿
、

板
倉
重
宗
、
井
上
正
利
ら
と
も
密
切
な
関
係
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の
過
程
で
雪
窓
は
幕
府
か
ら
キ

リ
シ
タ
ン
調
書
を
与
え
ら
れ
、
ま
た
み
ず
か
ら
も
諸
書
を
ひ
も
と
く
な
か
で
キ
リ
ス
ト
教
教
理
を
徐
々
に
身
に
つ
け
て
い
っ
た
も
の
と

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う（

７
）。

幕
臣
の
出
身
で
あ
る
正
三
の
実
弟
は
天
草
代
官
を
務
め
た
鈴
木
重
成
（
一
五
八
八
～
一
六
五
三
）
で
あ
り
、
実
子
の
重
辰
（
一
六
〇
七

～
一
六
七
〇
）
は
重
成
の
養
子
と
し
て
や
は
り
二
代
目
の
天
草
代
官
を
務
め
て
い
る
。

正
三
は
押
収
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
『
顕
偽
録
』（
一
六
三
六
年
）
や
『
破
提
宇
子
』（
一
六
二
〇
年
）、
さ
ら
に
は
先
述
の
『
妙
貞
問
答
』

な
ど
も
手
に
と
る
こ
と
が
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
加
え
て
雪
窓
と
の
情
報
交
換
に
よ
っ
て
大
陸
経
由
の
排
耶
書
を
閲
覧
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
っ
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

雪
窓
は
引
用
と
断
ら
ず
に
、明
末
の
臨
済
禅
僧
で
あ
る
費
隠
通
容
（
一
五
九
三
～
一
六
六
一
）
の
排
耶
論
『
原
道
闢
邪
説
』（
一
六
六
三

年
、
以
下
『
闢
邪
説
』）
か
ら
、
そ
の
ま
ま
書
い
て
い
る
。（
中
略
）
費
隠
は
、
明
末
の
臨
済
禅
を
復
興
し
た
禅
僧
の
一
人
で
あ
り
、
隠

元
隆
琦
（
一
五
九
二
～
一
六
七
三
）
が
法
を
嗣
い
だ
師
で
あ
る
。
隠
元
は
、
一
六
五
四
年
の
日
本
渡
来
時
に
、
費
隠
の
命
に
よ
っ
て
編

集
さ
れ
た
明
朝
の
排
耶
論
集
で
あ
る
『
聖
朝
破
邪
集
』（
中
国
に
て
一
六
三
九
年
刊
行
、『
闢
邪
説
』
も
入
る
）
を
持
っ
て
き
て
い
る
。
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一
六
四
七
年
に
説
法
し
た
雪
窓
は
、
恐
ら
く
説
法
直
後
の
興
福
寺
で
の
明
僧
へ
の
講
義
の
折
に
、『
闢
邪
説
』
を
入
手
し
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か（

８
）。

つ
ま
り
正
三
は
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
を
通
じ
て
南
欧
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
、
特
に
イ
エ
ズ
ス
会
の
信
仰
に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
れ
ら
か
ら
学
ん
だ
知
識
は
、
あ
く
ま
で
中
国
あ
る
い
は
日
本
人
の
咀
嚼
を
経
由
し
た
後
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
付

記
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
辺
の
微
妙
な
事
情
に
関
連
し
て
は
、
栗
城
順
子
も
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
文
学
の
翻
訳
に
禅
宗
系
の
僧
侶
出
身
者
が
か
な
り
従
事
し
て
い
た
事
実
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
例
え
ば
「
リ
ベ
ル

タ
ア
デ
」
の
訳
語
に
宗
教
的
な
「
解
脱
」
の
意
を
加
え
、「
自
由
」
を
意
識
的･

積
極
的
に
用
い
た
と
い
う
事
実
か
ら
も
禅
家
出
身
の

跡
を
証
明
出
来
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
津
田
前
掲
書
）。
更
に
又
、
こ
う
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
に
お
け
る
「
自
由
」
の
自
覚
的
使
用
や
新

し
い
概
念
及
び
価
値
観
が
、
逆
に
日
本
人
禅
僧
鈴
木
正
三
を
刺
激
し
て
、
前
述
の
よ
う
な
自
覚
的
使
用
や
彼
独
自
の
「
自
由
」
の
概
念

を
展
開
さ
せ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か（

９
）。

た
と
え
ば
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
教
理
及
び
思
想
を
知
る
た
め
の
最
重
要
な
史
料
と
さ
れ
る
『
ど
ち
り
い
な
‐
き
り
し
た
ん
』
を
例
に
挙
げ

る
と
、
以
下
の
よ
う
な
事
実
が
判
明
す
る
。

最
初
に
、
天
正
本
、
あ
る
い
は
加
津
佐
版
と
呼
ば
れ
る
一
五
九
一
年
版
国
字
本
の
一
節
で
あ
る
。

弟　

き
り
し
た
ん
の
し
る
し
と
は
、
何
事
ぞ
や
。
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師　

右
に
云
ひ
し
ご
と
く
、
貴
き
御
く
る
す
也
。

弟　

其
故
い
か
ん
。

師　

我
等
が
御
主
ぜ
ず
‐
き
り
し
と
、
く
る
す
の
上
に
て
我
等
を
解
脱
し
玉
ふ
に
よ
て
也）

（1
（

。

次
に
、
慶
長
本
、
あ
る
い
は
長
崎
版
と
呼
ば
れ
る
一
六
〇
〇
年
版
国
字
本
の
同
じ
箇
所
で
あ
る
。

弟　

キ
リ
シ
タ
ン
の
し
る
し
と
は
何
事
ぞ
や
？

師　

貴
き
ク
ル
ス
な
り
。

弟　

そ
の
故
如
何
？

師　

我
ら
が
御
主
ゼ
ズ
キ
リ
シ
ト　

ク
ル
ス
の
上
に
て
我
ら
を
自
由
に
な
し
給
へ
ば
な
り）

（（
（

。

つ
ま
り
、
最
初
の
翻
訳
で
は
「
解
脱
し
玉
ふ
」
と
な
っ
て
い
る
部
分
が
、
後
者
で
は
「
自
由
に
な
し
給
へ
」
と
改
訳
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
改
変
に
つ
い
て
、
海
老
沢
有
道
は
興
味
深
い
注
釈
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
「
自
由
」
は
特
別
な
意
味
を
も
つ
。
天
正
本
で
は
「
解
脱
」
と
あ
る
が
、
マ
ル
コ
ス
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
編
で
は
、rem

ir

（
ポ
）

即
ち
「
贖
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
十
字
架
に
よ
り
人
間
の
罪
を
贖
い
、
罪
の
奴
隷
の
身
か
ら
解
放
し
、
自
由
の
身
と
さ
れ
る

こ
と
を
い
う）

（1
（

。
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「
解
脱
」
は
『
禅
学
大
辞
典
』
で
は
、「
煩
悩
の
束
縛
を
離
れ
、
三
界
の
輪
廻
を
脱
し
て
、
無
碍
自
在
の
悟
り
を
得
る
こ
と
」
と
い
う
よ

う
に
、
自
動
詞
的
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、『
岩
波
仏
教
辞
典
』
で
は
、「
原
語
は
、
束
縛
か
ら
解
き
放
す
意
。
仏
教
で
は
煩
悩
か
ら

解
放
さ
れ
て
自
由
な
心
境
と
な
る
こ
と
を
い
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
原
語
に
は
他
動
詞
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
ま
れ
て
い
る
。
で
は
、
キ

リ
シ
タ
ン
来
朝
の
頃
、「
解
脱
」
と
は
如
何
な
る
謂
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。『
日
葡
辞
書
』
の
語
釈
が
そ
の
理
解
を
助
け
て
く
れ
る
。

Guedat　

ゲ
ダ
ッ
（
解
脱
）
解
放
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
自
由
に
す
る
こ
と
、
仏
法
語
（Bup

）、
主
要
な
意
味
は
、
さ
ま
ざ
ま

の
情
欲
や
邪
悪
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
さ
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（1
（

。

す
な
わ
ち
「
解
脱
す
る
」
と
は
、
人
を
何
か
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
つ
ま
り
は
人
を
自
由
に
す
る
と
理
解
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
宮
村
治
雄
の
指
摘
が
有
益
で
あ
る
。

人
が
あ
る
も
の
を
「
自
由
に
す
る
」
と
い
う
時
、
そ
れ
は
そ
の
も
の
を
「
解
放
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
、「
恣
に
支
配
な
い
し

使
役
す
る
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
、
し
ば
し
ば
文
脈
を
踏
ま
え
な
い
と
理
解
で
き
な
い
。「
自
由
に
す
る
」
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
る
そ

う
し
た
日
本
語
の
あ
い
ま
い
さ
の
分
岐
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
戦
国
末
期
に
ま
で
遡
り
う
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
者
の
用
例
の
成
立
に

は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
が
決
定
的
に
関
与
し
て
お
り
、
そ
れ
な
し
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い）

（1
（

。

「
神
が
人
間
を
自
由
に
す
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
「
神
が
人
間
を
罪
人
の
立
場
か
ら
解
放
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

は
「
神
が
人
間
を
思
い
通
り
に
支
配
す
る
」
意
味
を
示
唆
す
る
の
か
、
両
様
に
解
釈
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
ろ
う
か
。
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そ
も
そ
も
翻
訳
作
業
に
際
し
て
、
元
禅
僧
た
ち
は
禅
語
と
し
て
の
「
自
由
」
を
意
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
そ
の
よ
う
な
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
に
現
れ
る
「
自
由
」
の
独
特
な
用
法
を
正
三
の
場
合
な
ど
は
確
実
に
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。た

し
か
に
正
三
が
突
出
し
て
「
自
由
」
を
多
用
し
た
の
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
に
接
し
た
影
響
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
そ
の
場
合
、
正
三
独
自
の
「
自
由
」
観
に
つ
い
て
は
、
正
三
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
特
定
と
い
う
作
業
が

不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
慎
重
な
熟
考
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

中
村
も
「
正
三
の
説
く
「
自
由
」
と
は
行
動
に
関
す
る
完
全
な
自
律
性
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
宗
教
的
な
信
念
に
裏
づ
け

ら
れ
て
の
み
実
現
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
」（
中
村
前
掲
書
、
五
十
六
頁
）
と
述
べ
る
と
同
時
に
、「
主
格
の
名
詞
と
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
そ
れ
の
明
確
な
概
念
規
定
を
取
り
出
す
こ
と
は
困
難
」（
同
書
、
七
十
三
頁
）
と
正
三
の
「
自
由
」
観
を

完
全
に
把
握
す
る
こ
と
の
困
難
さ
に
触
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
は
、正
三
の
考
え
る
「
自
由
」
は
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
禅
語
と
し
て
の
「
主
体
的
」、「
自
主
的
」、「
自
律
的
」
な
そ
れ
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

仮
に
「
拘
束
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
で
の
用
例
に
あ
る
含
意
が
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
畢

竟
、
正
三
が
本
来
の
禅
語
と
し
て
の
「
自
由
」
の
意
義
と
価
値
を
再
認
識
す
る
た
め
の
否
定
的
媒
介
に
止
ま
っ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
む

し
ろ
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　「
無
事
」
に
つ
い
て

漢
語
と
し
て
の
「
無
事
」
は
古
来
よ
り
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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天
下
を
取
る
は
、
常
に
無
事
を
以
て
す
。
其
の
有
事
に
及
び
て
は
、
以
て
天
下
を
取
る
に
足
ら
ず
。（『
老
子
』
第
四
十
八
章
）

夫
れ
安
楽
無
事
に
し
て
、
軍
を
覆
し
将
を
殺
す
の
憂
ひ
を
見
ざ
る
こ
と
、
燕
に
過
ぐ
る
は
無
し
。（『
戦
国
策
』
四
四
二
））

（1
（

今
上
位
に
即
く
に
至
り
て
数
歳
、
漢
興
り
て
七
十
餘
年
の
間
、
国
家
無
事
な
り
。（『
史
記
』
平
準
書
第
八
））

（1
（

禅
語
と
し
て
の
「
無
事
」
も
古
く
は
次
の
よ
う
な
出
典
が
見
ら
れ
る
。

兀
然
と
し
て
無
事
に
坐
す
、
春
来
れ
ば
草
自
ら
青
し
。（『
祖
堂
集
』
巻
三
・
懶
瓉
和
尚
章
）

さ
ら
に
「
無
事
」
は
中
唐
以
降
、
洪
州
宗
の
基
調
を
な
す
重
要
な
鍵
語
と
し
て
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

す
な
わ
ち
「
無
事
」
と
は
自
己
の
あ
り
の
ま
ま
の
謂
で
あ
り
、
一
切
は
本
来
、
自
己
に
具
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
外
に
求
め
る

こ
と
な
く
、
内
に
求
め
る
も
の
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

よ
っ
て
、
た
だ
あ
る
が
ま
ま
、
す
な
わ
ち
「
無
事
是
貴
人
」（『
臨
済
録
』）
こ
そ
至
高
の
境
地
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
唐
代
に
絶
対
的
な
地
位
を
占
め
て
い
た
「
無
事
」
も
時
代
を
経
て
次
第
に
相
対
化
の
道
を
た
ど
る
。
そ
の
辺
り

の
消
息
は
、
以
下
の
土
屋
太
祐
の
説
明
が
詳
し
い
。

「
無
事
」
の
概
念
と
無
事
禅
批
判
の
変
遷
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
筋
道
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
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１ 

．
北
宋
中
期
に
、
唐
代
以
来
、
絶
対
的
地
位
を
保
っ
て
き
た
「
無
事
」
の
価
値
が
相
対
化
さ
れ
た
。

２ 

．
真
浄
克
文
が
東
林
常
総
門
下
の
宗
風
を
「
無
事
禅
」
と
し
て
批
判
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
事
」
は
純
粋
に
否
定
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
持
つ
概
念
に
な
っ
た
。

３ 
．
真
浄
以
降
、
真
浄
の
無
事
禅
批
判
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
再
び
「
無
事
」
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
無
事
禅
批
判
が
、
唐
代
の
禅
思
想
と
は
別
に
展
開
し
た
、
宋
代
に
特
有
の
思
想
課
題
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
。
こ
の
「
無
事
禅
批
判
」
の
文
脈
は
、
宋
代
禅
宗
の
思
想
史
に
お
け
る
有
力
な
縦
糸
の
一
つ
と
言
え
る
だ
ろ
う）

（1
（

。

で
は
専
ら
大
陸
か
ら
宋
代
禅
を
受
容
し
た
と
さ
れ
る
日
本
の
禅
僧
た
ち
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
来
朝
時
に
は
、
禅
語
と
し
て
の
「
無
事
」
を

ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

彼
ら
の
残
し
た
抄
物
（
仏
典
祖
録
の
講
義
や
字
義
の
解
釈
を
記
録
し
た
書
物
）
に
そ
の
評
価
を
見
て
み
よ
う
。

無
事
是
貴
人
：
無
事
是
貴
人
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
欲
セ
ハ
、
何
ノ
別
ナ
ル
コ
ト
モ
ナ
イ
ソ
、
只
日
用
造
作
ニ
ワ
タ
ル
コ
ト
ナ
カ
レ
、
茶
ニ

遭
テ
ハ
茶
ヲ
喫
シ
、
飯
ニ
遭
テ
ハ
飯
ヲ
喫
シ
テ
行
住
坐
臥
、
只
尋
常
ノ
如
ク
ナ
レ
、
如
此
ナ
ラ
ハ
無
事
是
貴
人
ニ
シ
テ
実
ニ
真
正
見
解

ノ
人
ナ
リ
。（
空
谷
明
応
〈
一
三
二
八
～
一
四
〇
七
〉『
臨
済
録
直
記
』））

（1
（

祗
是
一
生
無
事
人
：
眞
實
ノ
田
地
ニ
至
リ
得
レ
ハ
無
事
也
、
老
倒
疎
慵
無
事
日
安
眠
高
臥
對
青
山
是
無
事
之
人
也
、
無
事
ハ
悟
得
ノ

境
界
也
。（
萬
安
英
種
〈
一
五
九
一
～
一
六
五
四
〉『
臨
済
録
鈔
』））

（1
（

19

13　『禪學研究』第95號，2017年3月



佛
與
祖
師
是
無
事
人
：
古
人
云
無
事
是
貴
人
但
造
作
ス
ル
コ
ト
莫
レ
ト
八
字
ニ
打
開
シ
テ
這
ノ
面
目
ヲ
露
ス
。（
鉄
崖
道
空〈
一
六
二
六

～
一
七
〇
二
〉『
撮
要
鈔
』））

11
（

こ
れ
ら
の
記
述
を
見
る
か
ぎ
り
に
於
い
て
、
当
時
の
日
本
人
禅
僧
は
「
無
事
」
に
対
し
て
唐
代
禅
で
の
位
置
づ
け
と
同
じ
く
、
極
め
て

積
極
的
な
価
値
を
認
め
て
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
場
合
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。『
コ
ン
テ
ム
ツ
ス
ム
ン
ジ
』
に
見
て
み
よ
う
。

『
コ
ン
テ
ム
ツ
ス
ム
ン
ジ
』
は
、
慶
長
元
（
一
五
九
六
）
年
に
イ
エ
ズ
ス
会
日
本
コ
レ
ジ
ヨ
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
一
般
に
は
ラ
テ
ン
語

の
『
イ
ミ
タ
テ
ィ
オ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
』（
キ
リ
ス
ト
に
な
ら
い
て
）
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。

十
五
世
紀
前
半
に
ト
マ
ス
・
ア
・
ケ
ン
ピ
ス
（
一
三
八
〇
？
～
一
四
七
一
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
と
さ
れ
る
信
心
書
の
和
訳
ロ
ー
マ
字

本
で
あ
り
、
聖
書
に
次
い
で
各
国
語
に
訳
さ
れ
た
と
さ
れ
る
も
の
だ
。

如
何
に
子
わ
が
無
事
を
汝
等
に
残
し
、
わ
が
無
事
を
汝
等
に
与
ふ
る
な
り
、
然
れ
ど
も
世
界
の
与
ゆ
る
如
く
に
は
与
へ
ず
と
言
ひ
置

き
し
な
り
。
皆
人
無
事
を
望
む
と
雖
も
、
実
の
無
事
に
当
る
こ
と
を
歎
か
ず
。
わ
が
無
事
は
謙
り
た
る
者
と
、
柔
和
な
る
者
と
と
も
に

あ
り
。
汝
が
無
事
は
心
よ
り
万
事
を
堪
忍
す
る
に
あ
る
べ
し
。
わ
が
言
ふ
こ
と
を
聞
き
、
わ
が
声
を
慕
ふ
に
於
い
て
は
、
多
く
の
こ
と

に
無
事
あ
る
べ
し）

1（
（

。

短
い
文
章
に
こ
れ
だ
け
の
「
無
事
」
の
頻
出
ぶ
り
は
奇
異
に
す
ら
感
じ
ら
れ
る
。「
無
事
」
は
漢
音
で
「
ブ
シ
」、
呉
音
で
「
ム
ジ
」
と

な
る
が
、
そ
の
存
在
が
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
「
慶
安
の
触
書
」
な
ど
で
も
「
惣
無
事
令
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
語
の
ボ
キ
ャ
ブ

ラ
リ
ー
と
し
て
は
現
世
の
「
平
和
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。
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し
か
し
、
こ
の
こ
だ
わ
り
方
は
単
に
「
平
和
」
と
い
う
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
意
味
で
「
無
事
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
先

述
の
米
井
力
也
も
指
摘
し
て
い
る
。

キ
リ
シ
タ
ン
に
と
っ
て
「
無
事
」
と
は
た
ん
な
る
平
和
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
エ
ス
が
山
上
の
説
教
で
「
無
事
有
る
者
は
デ
ウ

ス
の
御
子
と
呼
ば
る
べ
き
に
よ
っ
て
ベ
ア
ト
な
り
」（『
バ
レ
ト
写
本
』）「
無
事
有
人
は
で
う
す
の
御
子
と
よ
ば
る
べ
き
に
よ
て
く
は
ほ

う
な
り
」（『
ど
ち
り
な
き
り
し
た
ん
』）
と
説
い
た
よ
う
に
、「
無
事
有
る
者
」
で
あ
る
こ
と
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
が
追
い
求
め
る
べ
き
真

の
幸
い
に
属
す
る）

11
（

。

さ
ら
に
米
井
は
強
調
し
て
い
る
。

キ
ス
の
翻
訳
に
「
無
事
の
し
る
し
」
と
い
う
こ
と
ば
を
添
え
た
と
き
、
宣
教
師
た
ち
は
、
イ
エ
ス
に
つ
ら
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
誠
の
無
事
」
を
意
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
に
と
っ
て
「
無
事
の
し
る
し
と
し
て
顔
を

吸
ふ
」
こ
と
は
た
ん
な
る
挨
拶
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
か
な
る
困
難
に
も
う
ち
か
つ
強
い
信
仰
を
共
有
す
る
者
同
士
の
連
帯
の
行
為
な
の

で
あ
っ
た）

11
（

。

こ
の
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
に
於
い
て
は
、「
無
事
」
は
同
時
代
の
禅
宗
抄
物
で
の
語
義
以
上
の
意
味
を
付
加
さ
れ
、
ま
さ
に
キ
リ

ス
ト
教
の
信
仰
に
通
底
す
る
至
高
の
境
地
を
表
す
究
極
の
表
現
と
し
て
、
最
大
限
に
価
値
が
称
揚
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
さ
ら
に
時
代
を
経
て
、
白
隠
慧
鶴
（
一
六
八
六
～
一
七
六
九
）
の
「
無
事
」
の
解
釈
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
鮮
明
に
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な
る
。只

だ
是
れ
近
ご
ろ
の
黙
照
枯
坐
、
其
の
外
何
を
以
て
か
急
務
と
爲
る
。
只
だ
無
事
是
れ
貴
人
と
称
し
て
、
飽
ま
で
飯
を
喫
し
て
日
々

坐
睡
す
。
掛
絡
も
綿
衣
も
皆
な
化
皮
な
ら
ん
か）

11
（

。

曰
く
、
邪
法
と
は
抑
も
胡
爲
の
事
ぞ
。
狐
曰
く
、
邪
法
豈
に
別
事
な
ら
ん
や
、
無
事
不
生
の
禪
、
是
れ
な
り）

11
（

。

同
様
の
趣
旨
の
白
隠
の
発
言
は
そ
の
後
継
者
に
よ
っ
て
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

無
事
是
貴
人
：
鵠
林
云
ク
林
才
ガ
ヲ
モ
シ
ヤ
ツ
テ
モ
時
節
々
々
ガ
ア
ル
林
才
ノ
ト
キ
ハ
平
常
無
事
ガ
ヨ
イ
デ
モ
ア
ロ
ウ
今
時
ハ
コ
ン

ナ
コ
ト
ハ
大
毒
ジ
ヤ
三
黄
丸
デ
モ
呑
デ
下
テ
シ
マ
ヘ
補
薬
ア
リ
瀉
ザ
イ
ア
ル
ガ
如
シ
ヲ
レ
ハ
瀉
ザ
イ
ダ）

11
（

祗
是
平
常
無
事
：
只
平
常
無
事
ガ
ヨ
イ
立
木
ノ
侭
木
地
ノ
侭
白
木
ノ
侭
ナ
ン
ト
林
才
ノ
語
デ
モ
取
ル
コ
ト
ト
ト
ラ
ヌ
コ
ト
ガ
ア
ル
コ

レ
ラ
ハ
大
毒
ジ
ヤ
マ
ツ
黒
ニ
ヌ
リ
ケ
セ）

11
（

不
如
無
事
休
歇
去
：
イ
ヤ
イ
ヤ
先
一
回
根
元
ニ
徹
セ
ヨ
徹
シ
テ
カ
ラ
ハ
無
事
モ
也
得
有
事
モ
又
得
タ
リ）

11
（

こ
の
よ
う
に
、日
本
禅
宗
史
に
あ
っ
て
は
白
隠
下
に
到
っ
て
「
無
事
」
と
い
う
禅
語
が
、不
生
禅
の
真
意
を
曲
解
し
、無
作
無
為
の
「
不

精
禅
」
と
も
揶
揄
さ
れ
た
、
盤
珪
永
琢
門
下
の
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン
を
指
す
蔑
称
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
反
価
値
的
に
変
化
し
て
い
た
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こ
と
が
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

初
め
に
触
れ
た
如
く
、
従
前
の
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
は
専
ら
国
文
学
、
国
語
学
、
キ
リ
ス
ト
教
文
献
学
、
あ
る
い
は
殉
教
史
研
究
、
さ
ら

に
は
印
刷
出
版
史
研
究
の
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
専
ら
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
仏
教
の
立
場
か
ら
は
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
僅
か
に
真
宗
海
外
史
料
研
究
会
が
蓮
如
時
代
の
本
願
寺
教
団
の
動
向
を
探

る
一
助
と
し
て
、『
キ
リ
シ
タ
ン
が
見
た
真
宗
』（
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
一
九
九
八
年
）
と
し
て
一
応
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
て

報
告
し
て
い
る
事
例
が
見
え
る
に
過
ぎ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
今
後
は
、
仏
教
、
別
し
て
禅
の
視
座
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
強
く
望
ま
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
ぜ
な
ら
ば
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
成
立
に
は
多
数
の
元
禅
僧
が
関
与
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
密
参
禅
の
盛
行
し
た
室
町
中
期
か
ら
近
世

の
プ
レ
白
隠
禅
の
時
期
に
か
け
て
、
当
時
の
禅
の
実
態
を
知
る
上
で
有
効
な
研
究
材
料
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

お
よ
そ
日
本
に
や
っ
て
来
た
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
と
仏
教
僧
と
の
宗
論
の
記
録
は
フ
ロ
イ
ス
の
『
日
本
史
』
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、

量
的
に
も
質
的
に
も
注
目
す
べ
き
は
禅
僧
と
の
対
話
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
側
の
反
応
だ
と
さ
れ
る
。

そ
れ
ら
を
見
る
と
些
か
皮
肉
な
話
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
禅
僧
た
ち
が
論
争
の
相
手
と
し
て
知
的
武
装
に
秀
で
た
知
識
人
と
し
て
認
識

さ
れ
て
お
り
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
た
ち
に
は
手
強
い
相
手
と
い
う
印
象
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
当
時
、
対
外
外
交
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
の
は
五
山
の
禅
僧
た
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
最
初
に
、
そ
し
て
専
ら
宣
教
師
た
ち
と

接
触
し
た
の
が
彼
ら
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
当
然
で
あ
る
。

あ
る
い
は
日
本
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
方
針
は
、
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
と
も
呼
ぶ
べ
き
上
か
ら
の
布
教
方
針
で
あ
っ
た
。
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す
な
わ
ち
領
主
か
ら
家
臣
・
民
衆
へ
と
宣
教
を
進
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ザ
ビ
エ
ル
以
来
、
こ
の
方
法
を
積
極
的
に
採
用
し
た
理
由

は
、
封
建
社
会
と
い
う
タ
テ
社
会
で
は
こ
れ
が
最
良
の
方
策
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

最
初
に
貿
易
に
よ
る
利
益
を
示
し
て
領
主
の
好
意
を
得
る
、
そ
し
て
布
教
活
動
の
保
証
を
獲
得
し
て
か
ら
家
臣
団
と
領
民
に
説
教
の
聴

聞
を
義
務
づ
け
た
。

こ
の
方
法
は
大
い
に
奏
功
し
て
、
布
教
初
期
に
は
九
州
だ
け
で
も
十
万
人
規
模
の
集
団
改
宗
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

そ
の
場
合
、
領
主
層
が
も
と
も
と
帰
依
し
て
い
た
の
は
禅
宗
寺
院
が
そ
の
多
く
を
占
め
て
い
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
禅
僧
た
ち
に
し
て

み
れ
ば
自
ら
の
地
位
保
全
の
た
め
に
も
真
剣
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
過
程
に
あ
っ
て
新
奇
の
キ
リ
ス
ト
教
に
魅
か
れ
、
あ
る
い
は
旧
来
の
禅
宗
に
幻
滅
し
た
り
、
教
団
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
よ
う
な

禅
僧
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
て
い
っ
た
に
相
違
な
い
。

そ
の
よ
う
な
元
禅
僧
た
ち
の
残
し
た
資
料
と
し
て
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
研
究
に
臨
む
と
い
う
姿
勢
は
、
当
時
の
禅
宗
の
動
向
を
研
究
す
る

上
で
も
大
い
に
裨
益
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

さ
ら
に
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
に
か
け
て
の
禅
と
キ
リ
ス
ト
教
の
邂
逅
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
現
代
と
い
う
時
代
が
多
様
な
宗
教
併

存
の
時
代
で
あ
り
つ
つ
も
、
伝
統
宗
教
の
衰
退
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
現
実
に
如
何
様
に
対
処
す
る
か
、
一
つ
の
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
個
別
の
宗
教
の
枠
組
み
を
超
え
た
、
普
遍
的
霊
性
の
次
元
に
迫
る
こ
と
の
出
来
る
視
座
が
提
供
さ
れ
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

〈
参
考
文
献
〉

浅
見
雅
一
『
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
偶
像
崇
拝
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
九
年
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市
川
白
玄
「
禅
に
お
け
る
自
由
」『
市
川
白
玄
著
作
集
第
３
巻
』
法
蔵
館
、
一
九
九
一
年

井
手
勝
美
『
キ
リ
シ
タ
ン
思
想
史
研
究
序
説
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
年

今
井
淳
他
編
『
日
本
思
想
論
争
史
』
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
七
九
年

海
老
沢
有
道
、
チ
ー
リ
ス
ク･

Ｈ
他
編
『
キ
リ
シ
タ
ン
書･

排
耶
書
』（
日
本
思
想
大
系
25
）、
岩
波
書
店
、
一
九
七
〇
年

海
老
沢
有
道
編
『
キ
リ
シ
タ
ン
教
理
書
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
・
第
30
輯
）
教
文
館
、
一
九
九
三
年

海
老
沢
有
道
編
『
ス
ピ
リ
ツ
ア
ル
修
行
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
・
第
31
輯
）
教
文
館
、
一
九
九
四
年

冲
永
宜
司
『
無
と
宗
教
経
験
』
創
文
社
、
二
〇
〇
二
年

大
桑
斉
『
史
料
研
究
雪
窓
宗
崔
』
同
朋
社
出
版
、
一
九
八
四
年

大
橋
幸
泰
『
潜
伏
キ
リ
シ
タ
ン
』
講
談
社
、
二
〇
一
四
年

岡
本
さ
え  「
費
隠
禅
師
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
‐
『
原
道
闢
邪
説
』」『
黄
檗
文
華
第
１
２
７
号
』
黄
檗
山
萬
福
寺
文
華
殿
、
二
〇
〇
八
年 

『
近
世
中
国
の
比
較
思
想
』
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
年

尾
原
悟
編
『
ヒ
イ
デ
ス
の
導
師
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
・
第
32
輯
）
教
文
館
、
一
九
九
五
年

尾
原
悟
編
『
サ
ン
ト
ス
の
ご
作
業
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
・
第
33
輯
）
教
文
館
、
一
九
九
六
年

尾
原
悟
編
『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
・
第
33
輯
）
教
文
館
、
二
〇
〇
一
年

尾
原
悟
編
『
コ
ン
テ
ム
ツ
ス
ム
ン
ジ
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
・
第
39
輯
）
教
文
館
、
二
〇
〇
二
年

折
井
善
果
『
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
お
け
る
日
欧
文
化
比
較
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
・
第
47
輯
）
教
文
館
、
二
〇
〇
三
年

加
藤
均  「
近
世
日
本
に
お
け
る
仏
教
者
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
：
鈴
木
正
三
と
雪
窓
宗
崔
の
排
耶
書
比
較
を
中
心
に
し
て
」『
日
本
語･

日
本
文
化
』
第
40
号
、
大
阪
大
学

神
谷
満
雄
・
寺
沢
光
世
編
『
鈴
木
正
三
全
集
上･

下
』
鈴
木
正
三
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年 

19　『禪學研究』第95號，2017年3月



龜
井
孝
他
編
『
キ
リ
シ
タ
ン
要
理
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年

栗
城
順
子
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
お
け
る
「
自
由
」
に
つ
い
て
」『
谷
山
茂
教
授
退
職
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』
塙
書
房
、
一
九
七
二
年

五
野
井
隆
史
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年

小
堀
桂
一
郎
編  『
東
西
の
思
想
闘
争
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
年 

『
日
本
人
の
「
自
由
」
の
歴
史
』
株
式
会
社
文
藝
春
秋
、
二
〇
一
〇
年

小
峯
和
明
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
と
仏
伝
」『
文
学
第
５
号
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年

米
井
力
也  『
キ
リ
シ
タ
ン
の
文
学
』
平
凡
社
、
一
九
九
八
年 

『
キ
リ
シ
タ
ン
と
翻
訳
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
九
年

佐
久
間
正  「
キ
リ
シ
タ
ン
を
め
ぐ
る
問
題
に
い
か
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
か
」『
日
本
思
想
史
学
第
40
号
』
日
本
思
想
史
学
会
、

二
〇
〇
八
年

真
宗
海
外
史
料
研
究
会
『
キ
リ
シ
タ
ン
が
見
た
真
宗
』
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
出
版
部
、
一
九
九
八
年

新
村
出･

柊
源
一
編
『
吉
利
支
丹
文
學
集
』
上･
下
、
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
七
年

Ｈ
・
チ
ー
リ
ス
ク
『
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
日
本
人
司
祭
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究･

第
41
輯
）
教
文
館
、
二
〇
〇
四
年

土
屋
太
祐
「
北
宋
期
禅
宗
の
無
事
禅
批
判
と
圜
悟
克
勤
」『
東
洋
文
化
第
83
号
』
東
洋
学
会
、
二
〇
〇
三
年

豊
島
正
之
編
『
キ
リ
シ
タ
ン
と
出
版
』
八
木
書
房
、
二
〇
一
三
年

中
村
元
『
中
村
元
選
集
第
７
巻
』
春
秋
社
、
一
九
六
五
年

西
村
玲  「
虚
空
と
天
主
‐
中
国
・
明
末
仏
教
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
‐
」『
宗
教
研
究
第
３
６
６
号
』
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
一
〇
年 

「
近
世
仏
教
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
批
判
」『
日
本
思
想
史
学
第
43
号
』
日
本
思
想
史
学
会
、
二
〇
一
一
年 

「
仏
教
排
耶
論
の
思
想
史
的
展
開
」『
日
文
研
叢
書
・
ブ
ッ
ダ
の
変
貌
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
年 
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「
近
世
思
想
史
上
の
『
妙
貞
問
答
』」『
妙
貞
問
答
を
読
む
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
四
年　

狭
間
芳
樹  「
近
世
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
の
一
様
相
」『
ア
ジ
ア･

キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
第
２
号
』
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思

想
研
究
会
、
二
〇
〇
四
年 

「
日
本
及
び
中
国
に
お
け
る
イ
エ
ズ
ス
会
の
布
教
方
策
」『
ア
ジ
ア･

キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
第
３
号
』
現
代
キ
リ
ス
ト
教

思
想
研
究
会
、
二
〇
〇
五
年 

「
近
世
に
お
け
る
民
衆
と
宗
教
」『
比
較
宗
教
学
へ
の
招
待
‐
東
ア
ジ
ア
の
視
点
か
ら
』
晃
洋
書
房
、
二
〇
〇
六
年 

「
近
世
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
と
キ
リ
シ
タ
ン
の
殉
教
」『
ア
ジ
ア･

キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
第
５
号
』
現

代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
、
二
〇
〇
七
年 

「
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
に
お
け
る
マ
ル
チ
リ
ヨ
と
「
個
」
に
つ
い
て
の
一
考
察
」『
ア
ジ
ア･

キ
リ
ス
ト
教･

多
元
性
第
６
号
』

現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
、
二
〇
〇
八
年 

「
近
世
日
本
の
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
と
救
贖
思
想
」『
ア
ジ
ア･

キ
リ
ス
ト
教･

多
元
性
第
７
号
』
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研

究
会
、
二
〇
〇
九
年 

「
キ
リ
シ
タ
ン
と
武
士
道
」『
ア
ジ
ア･
キ
リ
ス
ト
教･

多
元
性
第
８
号
』
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
、
二
〇
一
〇
年 

「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
一
向
宗
」『
ア
ジ
ア･
キ
リ
ス
ト
教･

多
元
性
第
９
号
』
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
、

二
〇
一
一
年

橋
本
進
吉
『
キ
リ
シ
タ
ン
教
義
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇
年

柊
源
一
『
吉
利
支
丹
文
学
論
集
』
教
文
館
、
二
〇
〇
九
年

東
馬
場
郁
生
『
キ
リ
シ
タ
ン
史
再
考
』
天
理
大
学
お
や
さ
と
研
究
所
、
二
〇
〇
六
年

平
野
宗
浄  「
南
泉
と
臨
済
‐
自
由
と
い
う
言
葉
を
め
ぐ
っ
て
」『
印
度
學
仏
教
学
研
究
第
45
号
』
日
本
印
度
學
仏
教
学
学
会
、
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一
九
七
四
年

松
岡
洸
司  『
キ
リ
シ
タ
ン
語
学
』（
国
語
学
研
究
１
）
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
一
年 

『
コ
ン
テ
ム
ツ
ス
・
ム
ン
ジ
研
究
‐
翻
訳
に
お
け
る
語
彙
の
考
察
』（
国
語
学
研
究
２
）、
ゆ
ま
に
書
房
、
一
九
九
三
年

三
浦
雅
彦  「
鈴
木
正
三
の
門
流
と
近
世
洞
済
を
め
ぐ
る
一
考
察
」『
日
本
思
想
史
学
第
36
号
』
日
本
思
想
史
学
会
、
二
〇
〇
四
年 

『
鈴
木
正
三
研
究
序
説
』
花
書
院
、
二
〇
一
三
年

宮
崎
賢
太
郎
「
一
六
、一
七
世
紀
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
と
仏
教
の
邂
逅
」『
佛
教
文
學
第
二
十
五
号
』
佛
教
文
学
会
、
二
〇
〇
一
年

宮
村
治
雄
『
日
本
政
治
思
想
史
‐
「
自
由
」
の
観
念
を
軸
に
し
て
』
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
五
年

村
井
早
苗
「
幕
藩
制
成
立
期
に
お
け
る
排
耶
活
動
」『
日
本
史
研
究
第
１
８
２
号
』、
日
本
史
研
究
会
、
一
九
七
七
年

森
和
朗
『
自
由
の
破
局
』
鳥
影
社
、
二
〇
〇
九
年

安
永
祖
堂
「
禅
語
と
し
て
の
「
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研
究
紀
要
第
２
号
』、
二
〇
〇
四
年

注（
1
） 

海
老
沢
有
道
、
Ｈ
・
チ
ー
ス
リ
ク
、
土
井
忠
生
、
大
塚
光

信
『
キ
リ
シ
タ
ン
書･

排
耶
書
』、
日
本
思
想
大
系
、
岩

波
書
店
、
一
九
七
〇
年
、
一
四
五
頁
。

（
2
） 

米
井
力
也
『
キ
リ
シ
タ
ン
の
文
学
』、
平
凡
社
、
一
九
九
八

年
、
一
四
二-

一
四
四
頁
。

（
3
） 『
五
祖
録
』
Ｔ
四
七
、六
五
三
頁
、
中
。

（
4
） 

道
前
宗
閑
『
校
訂
本
宗
門
葛
藤
集
』、
禅
文
化
研
究
所
、

二
〇
一
〇
年
、
六
十
九
頁
。

（
5
） 「
近
世
日
本
の
批
判
的
精
神
」『
中
村
元
選
集
』
別
巻
七
、

春
秋
社
、
一
九
六
五
年
、
六
八
頁
。

（
6
） 「
万
民
徳
用
」『
鈴
木
正
三
全
集
』
上
巻
、
鈴
木
正
三
研
究

会
、
二
〇
〇
六
年
、
五
十
頁
。

（
7
） 

大
桑
斉
『
史
料
研
究
雪
窓
宗
崔
』
同
朋
舍
出
版
、

一
九
八
四
年
、
四
一
一
頁
。

（
8
） 

西
村
玲
「
近
世
仏
教
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
批
判
」『
日

本
思
想
史
学
』
第
四
十
三
号
、
八
十
八
頁
。

（
9
） 
栗
城
順
子
「
キ
リ
シ
タ
ン
文
学
に
お
け
る
「
自
由
」
に
つ

い
て
」、『
谷
山
茂
教
授
退
職
記
念
国
語
国
文
学
論
集
』
塙
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書
房
、
一
九
七
二
年
、
二
四
五
頁
。

（
10
） 
前
掲
『
キ
リ
シ
タ
ン
書･

排
耶
書
』、
十
九
頁
。

（
11
） 
海
老
沢
有
道
編
『
キ
リ
シ
タ
ン
教
理
書
』、
教
文
館
、

一
九
九
三
年
、
十
九
頁
。

（
12
） 

前
掲
『
キ
リ
シ
タ
ン
教
理
書
』
十
九
頁
。

（
13
） 

土
井
忠
生
、
森
田
武
、
長
南
実
編
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』、

岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
、
二
九
四
頁
。

（
14
） 

宮
村
治
雄
『
日
本
政
治
思
想
史
‐
『
自
由
』
の
観
念
を
軸

に
し
て
』、
放
送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
五
年
、

九
十
二
頁
。

（
15
） 『
新
釈
漢
文
大
系
第
四
十
九
巻
』、
一
九
八
八
年
、
明
治
書

院
、
一
二
二
一
頁
。

（
16
） 『
新
釈
漢
文
大
系
第
四
十
一
巻
』、
一
九
九
五
年
、
明
治
書

院
、
二
七
三
頁
。

（
17
） 

土
屋
太
祐「
北
宋
期
禅
宗
の
無
事
禅
批
判
と
圜
悟
克
勤
」『
東

洋
文
化
第
八
十
三
号
』、
二
〇
〇
三
年
、
東
洋
学
会
、

二
二
八
頁
。

（
18
） 

柳
田
聖
山
主
編
『
臨
済
録
抄
書
集
成
』
上
、一
九
八
〇
年
、

中
文
出
版
社
、
二
十
頁
。

（
19
） 

同
、
三
四
八
頁
。

（
20
） 

同
、
一
〇
三
一
頁
。

（
21
） 

尾
原
悟
編『
コ
ン
テ
ム
ツ
ス
ム
ン
ジ
』（
キ
リ
シ
タ
ン
研
究
・

第
39
輯
）、
二
〇
〇
二
年
、
教
文
館
、
二
二
七
頁
。

（
22
） 

米
井
力
也
『
キ
リ
シ
タ
ン
と
翻
訳
』、
二
〇
〇
九
年
、
平

凡
社
、
一
三
八
頁
。

（
23
） 

同
、
一
四
〇
頁
。

（
24
） 「
壁
生
草
」『
白
隠
禅
師
法
語
全
集
第
三
冊
』、一
九
九
九
年
、

禅
文
化
研
究
所
、
一
二
九
頁
。

（
25
） 

同
、
一
三
六
頁
。

（
26
） 『
臨
済
慧
照
禪
師
録
中
津
自
性
寺
提
州
和
尚
手
鈔
講
本
』

七
丁
ウ
、
積
翠
軒
文
庫
秘
藉
。

（
27
） 

同
八
丁
ウ
。

（
28
） 

同
三
十
丁
オ
。
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