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　「
修
道
誓
願
の
拘
束
さ
え
な
け
れ
ば
、
一
年
や
二
年
か
ま
わ
ず

フ
ラ
ン
ス
や
ス
ペ
イ
ン
に
行
く
の
だ
が
…
（
１
）
。」
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派

修
道
士
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
エ
レ
ン
ボ
ク
（N

ikolaus Ellenbok, 
1481-1543

）
は
、
絶
望
的
な
気
分
で
た
め
息
を
も
ら
し
ま
し
た
。

一
五
二
五
年
、
彼
は
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
に
ほ
ど
近
い
出
身
修
道
院

オ
ッ
ト
ー
ボ
イ
レ
ン
の
荒
跡
の
前
に
立
ち
、
農
民
戦
争
が
そ
こ
に
残

し
た
も
の
を
見
つ
め
て
い
ま
し
た
。
エ
レ
ン
ボ
ク
は
、
メ
ミ
ン
ゲ
ン

の
町
医
者
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
エ
レ
ン
ボ
ク
の
息
子
で
す
（
２
）

。
父
は
、
南
ド

イ
ツ
の
学
識
者
集
団
に
出
入
り
し
て
い
ま
し
た
。
息
子
ニ
コ
ラ
ウ
ス

は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
、
ク
ラ
ク
フ
、
モ
ン
ペ
リ
エ
で
医
学
と
天
文
学

を
学
び
、
父
を
追
っ
て
医
者
の
道
に
進
も
う
と
し
て
い
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
一
五
〇
六
年
、
彼
は
オ
ッ
ト
ー
ボ
イ
レ
ン
修
道
院
に
入
り
ま

す
。
そ
れ
ま
で
の
生
活
と
縁
を
切
っ
た
と
は
い
え
、
エ
レ
ン
ボ
ク
は

自
身
の
関
心
を
棄
て
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
さ
に
そ
の
関
心
ゆ

え
に
、
オ
ッ
ト
ー
ボ
イ
レ
ン
に
最
良
の
土
壌
を
見
出
し
た
の
で
す
。

彼
を
受
け
入
れ
た
の
は
、
修
道
院
長
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ヴ
ィ
デ
ン
マ
ン

（Leonardo W
idenm

an

）
で
し
た
。
エ
レ
ン
ボ
ク
は
、
あ
る
友

人
へ
の
手
紙
の
な
か
で
こ
の
修
道
院
長
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
書
い

て
い
ま
す
。

　
わ
た
し
は
、（
中
略
）
き
わ
め
て
品
格
高
い
父
な
る
修
道
院
長

を
見
つ
け
ま
し
た
。
彼
は
、
正
し
い
信
仰
を
庇
護
す
る
の
と
同
じ

　
報
告
一
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リ
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デ
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識
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よ
う
に
、
よ
き
学
問
を
奨
励
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
彼
は
昼
夜

問
わ
ず
、
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
さ
ら
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
書

物
を
仕
入
れ
る
こ
と
に
精
を
出
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ロ
イ
ヒ
リ
ン
に
一
筆
し
た
た
め
、
わ
た
し
に
ヘ
ブ

ラ
イ
語
を
教
え
て
く
れ
る
改
宗
ユ
ダ
ヤ
人
を
修
道
院
へ
遣
わ
せ
て

く
だ
さ
っ
た
の
で
す
（
３
）
。

　
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
エ
レ
ン
ボ
ク
の
黄
金
時
代
の
幕
開
け
で
し
た
。
彼

は
た
し
か
に
、
プ
ラ
ト
ン
が
描
い
た
よ
う
な
哲
人
王
の
理
想
像
が
修

道
院
に
現
れ
る
の
を
見
た
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
コ
イ
ン
の
片

面
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
も
な
く
彼
は
、
同
僚
の
修
道
士

た
ち
か
ら
の
妨
害
に
遭
う
よ
う
に
な
り
、
無
益
で
し
か
も
危
険
な
こ

と
を
し
て
い
る
、
と
い
う
非
難
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
り
ま

す
。
農
民
戦
争
に
よ
っ
て
修
道
院
が
灰
塵
と
化
す
よ
り
ず
っ
と
前

に
、
彼
は
そ
こ
に
居
場
所
を
失
く
し
て
い
た
の
で
す
。
エ
レ
ン
ボ
ク

が
ギ
リ
シ
ア
語
や
ヘ
ブ
ラ
イ
語
、
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
あ
ま
り
に
強

く
惹
か
れ
て
い
た
た
め
、
修
道
院
長
も
次
第
に
距
離
を
お
く
よ
う
に

な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
一
五
四
二
年
、
オ
ッ
ト
ー
ボ
イ
レ
ン
に
ベ
ネ

デ
ィ
ク
ト
派
の
学
問
拠
点
が
設
置
さ
れ
る
と
、
エ
レ
ン
ボ
ク
に
と
っ

て
ま
っ
た
く
耐
え
難
い
状
況
と
な
り
ま
し
た
。
晩
年
に
そ
こ
で
も
う

一
度
ギ
リ
シ
ア
語
と
哲
学
の
講
義
が
聴
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
し

た
が
、
修
道
院
長
は
賛
成
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
エ
レ
ン
ボ
ク
は
こ
の

挫
折
を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、
ほ
ど
な
く
し
て
亡
く
な
り

ま
し
た
。

　
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
出
身
の
あ
る
修
道
士
の
運
命
を
こ
の
講
演
の
冒

頭
で
紹
介
し
ま
し
た
。
と
い
う
の
も
、
ひ
と
り
の
人
物
の
生
涯
を
追

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
本
質
的
な
問
題
が
明
る
み
に
出
る
か
ら
で

す
。
そ
の
問
題
と
い
う
の
は
、
後
期
中
世
お
よ
び
初
期
近
代
に
修
道

士
た
ち
が
直
面
し
た
妨
害
の
こ
と
で
す
。
当
時
最
新
の
人
文
主
義
研

究
に
関
心
を
向
け
た
と
き
、
言
い
換
え
れ
ば
─
本
稿
の
タ
イ
ト
ル
が

ご
く
簡
潔
に
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
─
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
象
徴
人

物
マ
リ
ア
へ
の
崇
拝
に
傾
倒
す
る
だ
け
な
く
、古
典
古
代
を
模
倣
し
、

か
つ
知
恵
と
芸
術
の
守
護
女
神
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
る

教
養
や
知
識
に
傾
倒
し
た
と
き
、
彼
ら
は
そ
の
妨
害
に
直
面
し
ま
し

た
。
こ
れ
ら
具
体
的
な
妨
害
は
後
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
で
し

ょ
う
。
ま
ず
第
一
に
、
人
文
主
義
へ
の
ど
の
よ
う
な
理
解
が
本
論
の

基
礎
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
後
期
中
世
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院

の
世
界
に
お
け
る
人
文
主
義
的
教
養
の
浸
透
具
合
が
一
般
的
に
ど
の

よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
か
、
ご
く
簡
単
に
概
観
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
第
二
部
で
は
、
修
道
院
に
お
け
る
人
文
主
義
的
教
養
が
も
た

ら
し
え
た
教
訓
を
手
短
に
述
べ
、
最
後
に
第
三
部
で
は
、
あ
る
典
型

的
な
論
争
の
シ
ナ
リ
オ
の
考
察
へ
至
る
こ
と
と
し
ま
す
。
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一
　
人
文
主
義
と
修
道
院

　
わ
た
し
た
ち
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
教
養
と
い
う
領
域
を
、
人

文
主
義
の
概
念
で
レ
ッ
テ
ル
張
り
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
文
主
義
と
い
う
の
は
非
常
に
つ
か
み
ど
こ

ろ
の
な
い
用
語
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
い
か
な
る
意
味
で
用
い
ら
れ

る
べ
き
か
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
わ
た
し
に

は
、
パ
ウ
ル
＝
オ
ス
カ
ー
・
ク
リ
ス
テ
ラ
ー
が
構
想
し
た
、
文
法
・

修
辞
学
・
詩
学
・
歴
史
学
・
倫
理
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
を
備
え
た
人

文
学
の
研
究
（studia hum

anitatis
）
へ
の
厳
密
な
態
度
を
用
い

る
だ
け
で
な
く
、
人
文
主
義
の
基
本
的
な
考
え
方
を
強
調
す
る
こ
と

も
有
効
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
文
法
・
文
体
が
中

世
の
も
の
と
混
ざ
り
合
っ
て
い
な
い
ラ
テ
ン
語
に
よ
っ
て
開
か
れ

る
、
古
代
文
化
へ
の
総
体
的
な
回
帰
で
す
（
４
）

。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
人

文
主
義
者
た
ち
が
そ
こ
か
ら
広
く
学
ぼ
う
と
し
て
い
た
著
作
家
自
身

や
彼
ら
の
著
作
は
、言
葉
の
美
し
さ
以
上
に
目
を
惹
く
も
の
で
し
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
修
道
士
と
し
て
人
文
主
義
的
教
養
に
取
り
組
む
者
は
、

実
に
必
然
的
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歩
み
の
外
に
あ
る
テ
ク
ス
ト
に
も

関
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
（
５
）
。
こ
う
し
た
テ
ク
ス
ト
は
、
修
道
院
の

世
界
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
を

読
む
行
為
は
、
比
喩
的
な
意
味
で
修
道
院
の
囲
壁
か
ら
は
み
出
た
も

の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
古
代
の
学
知
と
の
関
係
は
、
常
に
両
義
的

で
し
た
。
と
い
う
の
も
、「
古
代
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
古
代
だ

け
で
な
く
、
年
代
的
に
相
前
後
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
・
ラ
テ
ン
語

の
異
教
的
古
代
を
も
意
味
す
る
か
ら
で
す
。
す
で
に
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
（A

ugustinus, -430

）
は
「
異
教
徒
の
技
芸
」（artes 

gentilium

）
に
大
き
な
価
値
を
認
め
、
異
教
徒
の
知
恵
を
素
材
と

し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
知
恵
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
異
教

の
学
問
を
キ
リ
ス
ト
教
の
た
め
に
作
り
変
え
る
こ
と
を
勧
め
て
い
ま

し
た
（
６
）
。
そ
の
際
、
未
知
の
知
識
の
扱
い
は
、
常
に
機
能
的
な
枠
組
み

に
組
み
込
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
機
能
上
の
制
御
を
完
璧
に
実
現
さ
せ

た
の
が
、ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス（H

ieronym
us, -420

）で
す
。
も
し
彼
に
、

背
景
に
あ
る
文
化
も
含
め
た
ギ
リ
シ
ア
語
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
確
か
な

知
識
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
多
く
の
断
片
的
な
テ
ク
ス
ト
か
ら
中

世
の
ラ
テ
ン
語
標
準
版
と
な
る
ウ
ル
ガ
ー
タ
聖
書
を
作
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
仕
事
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
ヒ
エ
ロ
ニ

ム
ス
は
、「
書
斎
の
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
」
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
に
形
を
変

え
て
用
い
ら
れ
る
図
像
モ
チ
ー
フ
の
な
か
で
、
古
代
＝
異
教
の
知
恵

を
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
た
め
に
利
用
す
る
象
徴
人
物
と
し
て
現
れ
て
い

ま
す
（
７
）
。
し
か
し
、中
世
の
最
も
有
名
な
聖
人
伝
集
で
あ
る
ヤ
コ
ブ
ス
・

デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
（Jacobus de V

oragine, c.1230-1298

）
の

い
わ
ゆ
る
『
黄
金
伝
説
』
は
、正
反
対
の
出
来
事
を
伝
え
て
い
ま
す
。
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あ
る
時
期
、
彼
〔
＝
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
〕
は
、
昼
は
キ
ケ
ロ
を
、
夜

は
プ
ラ
ト
ン
を
一
心
不
乱
に
読
み
ふ
け
っ
て
い
た
。
旧
約
聖
書
の
修

辞
的
で
な
い
文
体
が
ど
う
に
も
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
四
旬
節
も
な
か
ば
に
な
っ
た
こ
ろ
、
高
熱
に
襲
わ
れ
、
ま

わ
り
の
人
々
は
彼
の
死
も
覚
悟
し
た
。
突
然
、
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
は
、

裁
き
の
御
座
の
前
に
連
れ
て
い
か
れ
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
を
も
っ
て

い
る
か
と
尋
ね
ら
れ
た
。
彼
は
答
え
た
。「
わ
た
し
は
キ
リ
ス
ト
者

で
す
。」
す
る
と
、
裁
き
主
は
言
わ
れ
た
。「
あ
な
た
は
嘘
を
つ
い
て

い
る
。
わ
た
し
の
知
る
か
ぎ
り
、
あ
な
た
は
キ
ケ
ロ
の
崇
拝
者
で
あ

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
者
で
は
な
い
。
あ
な
た
の
富
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、

あ
な
た
の
心
も
あ
る
の
だ
か
ら
。」
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
は
何
も
言
え
な

く
な
っ
た
。
裁
き
主
は
、
彼
を
き
び
し
く
打
た
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で

ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
は
、
大
声
を
あ
げ
て
言
っ
た
。「
主
よ
、
わ
た
し
を

あ
わ
れ
ん
で
く
だ
さ
い
。」
続
け
て
、「
主
よ
、
も
う
二
度
と
世
俗
の

本
は
手
に
い
た
し
ま
せ
ん
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
な

ら
ば
、
あ
な
た
を
否
定
し
た
と
言
わ
れ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。」
こ

の
よ
う
に
誓
約
す
る
と
、
は
っ
と
意
識
が
も
ど
っ
た
。
見
る
と
、
涙

で
び
し
ょ
ぬ
れ
に
な
り
、
裁
き
主
の
前
で
打
た
れ
た
た
め
に
、
肩
に

た
く
さ
ん
の
青
あ
ざ
が
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
ヒ

エ
ロ
ニ
ム
ス
は
、
以
前
異
教
徒
の
本
を
読
ん
だ
と
き
と
同
じ
熱
心
さ

で
、
聖
な
る
書
物
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
（
８
）

。

　
こ
の
い
わ
ゆ
る
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
折
檻
の
夢
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会

と
古
代
＝
異
教
的
な
知
・
テ
ク
ス
ト
・
著
作
家
と
の
両
義
的
な
関
係

を
明
瞭
に
表
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
信
仰
の
利
に
資
す

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
許
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
自
体
が
あ
ま
り
に
重
要

性
を
も
ち
す
ぎ
た
り
、
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
へ
の
貪
欲
な
関
心
が
影

響
力
を
も
っ
た
り
す
れ
ば
、
度
が
過
ぎ
る
と
み
な
さ
れ
て
た
ち
ま
ち

容
認
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

　
古
代
の
著
作
家
に
依
拠
し
て
確
か
な
言
語
・
知
性
を
養
成
す
る
こ

と
の
有
用
性
、
ひ
い
て
は
そ
の
不
可
欠
性
に
は
、
な
ん
ら
重
大
な
疑

念
は
な
い
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
養
成
は
単
に
過
渡
期
段

階
、
す
な
わ
ちpuerilia

─
成
熟
し
た
精
神
の
持
ち
主
で
あ
れ
ば

す
ぐ
に
ク
リ
ア
で
き
る
い
と
も
た
や
す
い
こ
と
─
と
み
な
さ
れ
ま
し

た
。
多
く
の
場
合
、こ
の
こ
と
は
後
期
中
世
に
も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。

古
代
の
テ
ク
ス
ト
を
用
い
た
聖
職
者
の
言
語
・
文
体
教
育
は
お
お
い

に
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
読
む
者
が
望
ま
し
く
な

い
思
想
で
汚
さ
れ
、
堕
落
す
る
危
険
が
あ
っ
た
た
め
、
聖
職
者
た
ち

は
内
容
自
体
に
は
入
り
込
ま
な
か
っ
た
の
で
す
。
古
代
の
テ
ク
ス
ト

を
役
立
て
る
こ
と
と
、
知
的
世
界
へ
の
不
要
で
実
に
危
険
な
回
帰
。

容
易
に
は
定
め
ら
れ
な
い
両
者
の
境
界
線
を
め
ぐ
っ
て
は
、
後
の
時

代
に
も
論
争
と
衝
突
が
展
開
し
ま
し
た
（
９
）

。
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二
　
修
道
院
に
お
け
る
人
文
主
義
的
教
育
の
利
用
に
つ
い
て

　
修
道
院
に
お
い
て
人
文
主
義
的
教
育
が
有
益
で
あ
っ
た
こ
と
は
言

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。〔
著
作
家
・
著
作
の
〕
ち
ょ
っ
と
し
た
カ

タ
ロ
グ
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
作
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
冒
頭
に
は
言
葉

遣
い
を
改
良
し
た
説
教
が
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
修
道
士
、
と
り

わ
け
托
鉢
修
道
会
士
を
批
判
す
る
者
た
ち
が
好
ん
で
繰
り
返
し
引
き

合
い
に
出
し
た
の
は
、
説
教
師
た
ち
が
雄
弁
な
演
説
家
と
い
う
理
想

に
は
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。
む
し
ろ
彼
ら
説
教
師
は
、
た

と
え
ば
ポ
ッ
ジ
ョ
・
ブ
ラ
ッ
チ
ョ
リ
ー
ニ
（Poggie Bracciolini, 

1380-1459

）
か
ら
は
、「
吃
音
の
猿
」( sim
iae)

と
揶
揄
さ
れ
ま

し
た）
（1
（

。

　
写
字
室
も
ま
た
、
人
文
主
義
的
素
養
が
蓄
積
す
る
場
と
な
り
え
ま

し
た
。
一
五
〇
〇
年
ご
ろ
に
は
、
修
道
院
に
お
け
る
文
字
文
化
を
さ

ら
に
改
良
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。
写
字
室
の
目
下
の
使
命
は
、

修
道
院
で
使
用
す
る
テ
ク
ス
ト
を
生
産
す
る
こ
と
で
し
た
。
す
で
に

六
世
紀
の
聖
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
戒
律
の
な
か
で
も
、
読
書
は
修
道
士
の

多
様
な
仕
事
の
一
部
で
あ
り
、
礼
拝
を
執
り
行
う
た
め
に
不
可
欠
な

術
で
あ
り
、
同
時
に
瞑
想
に
よ
っ
て
神
を
認
識
す
る
た
め
の
基
礎
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
神
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
同
じ
テ
ク
ス
ト
を
何
度

も
読
み
、
そ
れ
に
つ
い
て
思
案
す
る
こ
と
に
裏
づ
け
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
読
む
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
厳
格
に
目
的
づ
け
ら
れ
た
行
為
だ
っ

た
の
で
す
。
読
書
に
は
、
正
典
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
テ
ク
ス
ト

の
選
定
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
点
で
新
し
い
も
の
を
導
入
す
る

余
地
は
非
常
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
た
め
、
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
の

ネ
レ
ス
ハ
イ
ム
修
道
院
に
お
い
て
、
食
卓
で
詩
編
な
ど
を
読
み
上
げ

さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
修
道
院
長
が
み
ず
か
ら
作
成
し
た
古
代
の
哲

学
者
セ
ネ
カ
の
著
作
の
抜
粋
集
を
朗
読
に
取
り
入
れ
る
と
い
う
の

は
、
い
ま
だ
特
異
な
こ
と
だ
っ
た
と
言
え
ま
す）
（（
（

。

　
最
後
に
、
修
道
院
の
図
書
室
に
目
を
向
け
る
と
、
一
五
世
紀
に
は

書
物
の
扱
い
に
い
っ
そ
う
慎
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
人
文
主
義
は
、
す
で
に
蔵
書
の
増
加
を
も

た
ら
し
て
い
ま
し
た）
（1
（

。
実
際
に
修
道
士
の
な
か
に
も
、
ま
ぎ
れ
も
な

い
本
の
虫
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
司
書
と
し
て
所
属
修
道

院
で
働
く
者
も
い
れ
ば
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
フ
ァ
イ
ト
・
ビ
ル
ト

の
よ
う
に
、
地
元
の
印
刷
業
者
の
製
品
を
関
心
を
同
じ
く
す
る
周
辺

地
域
の
修
道
士
た
ち
に
卸
す
者
も
い
ま
し
た
。
ラ
イ
ン
中
流
域
に

位
置
す
る
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
修
道
院
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
士

ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
（Johannes Tritem

ius, 1462-
1516

）
は
、
こ
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
抜
き
ん
で
た
存
在
で
す
。
彼
は

二
〇
〇
〇
冊
を
超
え
る
書
物
を
収
集
し
ま
し
た
が
、
そ
の
な
か
の
相

当
数
が
ラ
テ
ン
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
古
代
の
テ
ク
ス
ト
で

し
た
。
あ
る
来
客
は
、
そ
の
圧
倒
的
な
図
書
室
を
次
の
よ
う
に
描
写

し
て
い
ま
す
。
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も
し
、
わ
れ
わ
れ
の
ゲ
ル
マ
ニ
ア
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
や
ギ
リ
シ
ア

語
の
ア
カ
デ
ミ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
修
道
院
の
こ
と
で
し
ょ
う
。（
中
略
）
実
に
、

シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
修
道
院
は
、
修
道
院
長
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ト
リ
テ

ミ
ウ
ス
の
は
か
ら
い
に
よ
り
、
ゲ
ル
マ
ニ
ア
が
古
代
や
学
問
に
関

し
て
書
物
と
し
て
備
え
う
る
も
の
は
何
で
も
も
っ
て
い
る
の
で
す）
（1
（

。

　
修
道
生
活
と
人
文
主
義
的
な
教
養
へ
の
関
心
を
結
び
つ
け
る
こ
と

は
自
明
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
と
シ
ュ

ポ
ン
ハ
イ
ム
修
道
院
は
、「
修
道
院
人
文
主
義
」
な
る
理
念
の
広
告

塔
な
の
で
す
。
そ
の
理
念
は
─
も
し
あ
っ
た
と
し
て
も
─
例
外
的

な
場
合
に
の
み
存
在
し
た
の
で
す
が
。
で
は
、
い
っ
た
い
誰
が
こ

の
膨
大
な
蔵
書
を
利
用
し
た
の
か
、
問
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ

の
答
え
は
い
さ
さ
か
地
味
な
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
外
部
の
知
識

人
、
た
と
え
ば
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
（Conrad Celtis, 

1459-1508

）
や
ヴ
ィ
リ
バ
ル
ト
・
ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
（W

illibald 
Pirckheim

er, 1470-1530

）
と
い
っ
た
著
名
な
人
文
主
義
者
た

ち
で
し
た
。
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
の
修
道
士
た
ち
は
、
そ
れ
ら
の
テ
ク

ス
ト
を
利
用
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
一
五
〇
六
年
、
争
い
に

よ
っ
て
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
が
修
道
院
を
去
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と

き
、
彼
の
蔵
書
─
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
語
で
書
か
れ
た
手
稿
本
─
が

売
却
さ
れ
ま
し
た
。
修
道
院
に
と
っ
て
利
用
価
値
が
な
い
と
い
う
理

由
で
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
売
却
を
命
じ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
、
シ

ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
が
属
し
て
い
た
ブ
ル
ス
フ
ェ
ル
ト
改
革
連
合
の
修

道
院
長
で
し
た）
（1
（

。
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
と
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
修
道
院
は
、

一
四
九
六
年
の
時
点
で
は
依
然
と
し
て
人
文
主
義
者
の
仲
間
た
ち
か

ら
称
賛
を
受
け
て
い
ま
し
た
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
宿
主
の
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
が
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
・

ア
レ
オ
パ
ギ
タ
を
一
語
一
語
翻
訳
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
目
の
当
た

り
に
し
ま
し
た
。
そ
の
作
業
は
、
わ
れ
わ
れ
が
断
念
し
た
も
の
で

し
た
。
修
道
院
長
は
ギ
リ
シ
ア
人
然
と
し
て
お
り
、修
道
士
た
ち
、

犬
、
石
、
低
木
も
ギ
リ
シ
ア
風
で
し
た
。
ま
さ
に
修
道
院
全
体
が

イ
オ
ニ
ア
の
中
心
に
あ
る
か
の
よ
う
で
し
た）
（1
（

。

　
古
代
の
田
園
の
よ
う
な
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
。
人
文
主
義
と

学
者
修
道
院
長
へ
の
熱
狂
ぶ
り
が
、
こ
こ
で
は
幻
覚
の
よ
う
に
閃
光

を
放
っ
て
い
ま
し
た
。
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
の
犬
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
掛
け

声
を
叫
べ
ば
曲
芸
を
披
露
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
噂
が
流
れ
た
の
も

尤
も
な
こ
と
で
し
た
。
一
〇
年
後
、
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
の
修
道
院
長

は
、
こ
の
牧
歌
的
な
高
揚
の
代
償
を
払
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
彼

は
修
道
院
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
長
年
巡
察
士
を
務
め
た
ブ
ル

ス
フ
ェ
ル
ト
連
合
か
ら
も
も
は
や
支
援
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
へ
身
を
引
い
た
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
は
、
知
的
活
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動
に
お
い
て
は
一
八
〇
度
方
向
転
換
し
ま
し
た
。
以
前
付
き
合
い
の

あ
っ
た
著
名
な
人
文
主
義
者
た
ち
と
の
接
触
は
途
絶
え
、
く
せ
の
あ

る
歴
史
解
釈
や
黒
魔
術
へ
の
偏
向
が
ま
す
ま
す
顕
著
に
な
っ
た
の
で

し
た）
（1
（

。

　
一
五
世
紀
の
修
道
院
改
革
が
肥
沃
な
土
壌
を
提
供
し
な
か
っ
た
こ

と
を
示
す
の
は
、
こ
の
例
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
研
究
上
好
ん
で

述
べ
ら
れ
て
き
た
修
道
制
の
内
部
刷
新
と
人
文
主
義
の
流
行
と
の
相

乗
作
用
は
、
別
の
テ
ー
マ
領
域
で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
誤
っ

た
推
論
に
拠
っ
て
い
ま
す
。
修
道
院
改
革
と
は
、
そ
の
本
質
を
繰
り

返
し
再
考
す
る
こ
と
で
し
た
。
そ
れ
はreform

are

─
形
を
整
え
直

す
─
に
由
来
す
る
考
え
方
で
す
。
無
駄
な
も
の
は
退
け
ら
れ
、
伝
統

的
に
存
在
す
る
修
道
生
活
の
中
心
理
解
は
強
化
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
典
礼
の
執
行
と
修
道
院
の
経
済
基
盤
を
確
保
す
る
こ
と

が
、
な
に
よ
り
も
重
要
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
広
く
教
養
を
身
に
纏
っ

た
修
道
士
た
ち
の
存
在
は
、
そ
の
た
め
に
は
必
要
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。以
前
に
も
増
し
て
、新
し
い
言
語
形
態
、新
し
い
テ
ク
ス
ト
、

つ
ま
る
と
こ
ろ
ま
っ
た
く
新
し
い
権
威
を
使
っ
て
実
験
す
る
よ
う
な

状
況
で
は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
四
三
七

年
に
発
布
さ
れ
た
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
の
図
書
室
設
置
に
関
す

る
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
の
指
示
が
規
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
も

重
要
な
規
定
は
、
本
棚
は
閂
と
鍵
を
か
け
て
入
念
に
管
理
さ
れ
る
べ

き
こ
と
、と
い
う
人
文
主
義
的
関
心
の
か
け
ら
も
な
い
内
容
で
し
た
。

人
文
主
義
は
、
個
人
的
嗜
好
の
産
物
と
し
て
、
文
字
通
り
保
守
的
な

修
道
院
文
化
や
ス
キ
マ
の
な
か
で
し
か
、
花
開
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
の
で
す）
（1
（

。

三
　
修
道
院
生
活
に
お
け
る
紛
争

　
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
と
は
違
っ
て
修
道
院
長
で
は
な
い
者
に
と
っ
て
、

人
文
主
義
的
関
心
に
合
う
ス
キ
マ
を
見
つ
け
る
の
は
非
常
に
難
し

い
こ
と
で
し
た
。
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
の
弟
子
の
ひ
と
り
、
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
律
修
参
事
会
員
ル
ト
ガ
ー
・
シ
ュ
カ
ン
バ
ー
（Rutger 

Schcam
ber, 1456-1514

）
は
、
裁
量
権
の
な
い
者
が
た
ど
っ
た

と
り
わ
け
哀
れ
な
例
で
す
。
不
安
定
な
生
活
を
送
る
彼
は
、
現
在
の

オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
「
新
し
い
敬
虔
」（D

evotio m
oderna

）
の

学
派
か
ら
、
ヴ
ィ
ン
デ
ス
ハ
イ
ム
修
道
院
連
合
の
多
く
の
修
道
院
へ

と
渡
り
歩
き
ま
し
た
。
ル
ト
ガ
ー
に
は
三
重
の
欠
点
が
あ
り
ま
し

た
。
せ
い
ぜ
い
並
み
の
才
能
に
し
か
恵
ま
れ
ず
、
そ
れ
で
も
並
外
れ

て
虚
栄
心
が
強
く
、
第
三
に
、
ご
く
短
期
間
に
仲
間
を
敵
に
回
す
こ

と
に
長
け
て
い
た
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
自
身
を
と
り
ま
く
環

境
か
ら
評
価
さ
れ
ず
に
粘
り
強
く
も
が
く
者
の
典
型
に
陥
り
、
ま
す

ま
す
孤
独
へ
滑
り
落
ち
て
い
き
ま
し
た
。
ル
ト
ガ
ー
は
、
こ
の
埋
め

合
わ
せ
を
修
道
院
の
外
に
求
め
、
著
名
な
知
識
人
を
好
ん
で
彼
ら
に

文
通
を
せ
が
み
ま
し
た
。
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
、
エ
ラ
ス
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ム
ス
（D

esiderius Erasm
us de Rotterdam

, 1466-1536

）、

コ
ン
ラ
ー
ト
・
ポ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
（K

onrad Peutinger, 1465-
1547

）
と
い
っ
た
著
名
な
人
文
主
義
者
の
手
紙
は
ま
る
で
ト
ロ
フ
ィ

ー
の
よ
う
な
も
の
で
、
少
な
く
と
も
一
時
的
に
、
自
分
の
置
か
れ
た

状
況
へ
の
挫
折
感
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
ま
し
た
。
ル
ト
ガ
ー
・
シ
ュ

カ
ン
バ
ー
が
ど
れ
ほ
ど
学
者
サ
ー
ク
ル
に
囲
ま
れ
る
こ
と
に
憧
れ
た

の
か
、
彼
が
つ
け
て
い
た
一
連
の
著
名
人
と
の
手
紙
の
控
え
帳
が
示

し
て
い
ま
す
。
た
だ
ひ
と
つ
欠
陥
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
の
人
物

に
宛
て
た
手
紙
が
彼
の
独
居
房
を
出
る
こ
と
は
、
一
度
も
な
か
っ
た

の
で
す
。
手
紙
は
ま
っ
た
く
架
空
の
も
の
で
し
た
。
彼
が
書
い
た
演

説
も
そ
う
で
し
た
。
演
説
は
、
同
僚
の
修
道
士
や
門
下
生
に
向
け
た

も
の
で
し
た
が
、
修
道
院
で
完
全
に
孤
立
し
て
い
た
た
め
、
彼
曰
く
、

独
居
房
で
椅
子
や
靴
や
靴
下
を
聴
衆
に
見
立
て
て
講
じ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
修
辞
の
成
果
が
喝
采
を
浴
び

る
こ
と
な
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
で
し
た）
（1
（

。

　
人
文
主
義
に
関
心
を
も
つ
修
道
士
は
修
道
院
の
環
境
に
絶
望
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い
う
印
象
が
得
ら
れ
ま
す
。
加
え
て
、
ほ
と
ん

ど
の
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
は
都
市
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
位
置

し
、
定
住
の
掟
（stabilitas loci

）
が
、
修
道
士
た
ち
を
絶
え
ず

修
道
院
に
縛
り
つ
け
た
と
い
う
厳
粛
な
事
実
が
あ
り
ま
す
。
人
文
主

義
の
中
心
が
と
り
わ
け
南
ド
イ
ツ
の
帝
国
都
市
と
い
く
つ
か
の
大
学

周
辺
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
ご
く
わ

ず
か
な
修
道
士
し
か
そ
う
し
た
環
境
に
直
接
触
れ
る
機
会
を
も
た
な

か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
フ
ァ
イ
ト
・

ビ
ル
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
恵
ま
れ
た
環
境
に
身
を
置
く
修
道
士
の
一

例
で
す
。
彼
の
修
道
院
ザ
ン
ク
ト
・
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ア
フ
ラ
は
、
ア

ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
中
心
地
に
あ
り
ま
し
た
。
レ
ー
ゲ
ン
ス
ブ
ル
ク
の

ザ
ン
ク
ト
・
エ
ン
メ
ラ
ム
に
も
同
じ
基
本
条
件
が
あ
て
は
ま
り
ま
す
。

ビ
ル
ト
が
知
識
人
サ
ー
ク
ル
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
外
出
許
可
さ

え
あ
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。
彼
は
そ
れ
を
認
め
ら
れ
、
し
か
も
い

つ
で
も
好
き
な
と
き
に
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ポ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
に
会
い
に

行
っ
て
よ
い
と
い
う
約
款
つ
き
で
し
た）
（1
（

。
そ
れ
に
対
し
て
大
半
の
修

道
士
は
、
大
学
や
都
市
的
環
境
か
ら
遠
く
、
人
里
離
れ
た
修
道
院
で

一
生
を
過
ご
し
、
賑
わ
い
を
み
せ
る
書
籍
市
場
や
人
文
主
義
の
学
者

集
団
か
ら
は
縁
遠
い
も
の
で
し
た
。古
代
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
関
心
は
、

必
然
的
に
彼
ら
を
修
道
院
の
狭
隘
な
世
界
の
外
へ
連
れ
出
す
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。
彼
ら
は
手
紙
を
通
じ
て
、
へ
そ
の
緒
で
つ
な
が
る

よ
う
に
し
て
修
道
院
外
の
人
文
主
義
者
と
連
絡
を
取
り
ま
し
た
。
読

む
た
め
の
テ
ク
ス
ト
を
手
に
入
れ
、
批
評
を
求
め
る
手
紙
と
と
も
に

自
身
の
著
作
を
送
り
ま
し
た
。
と
り
わ
け
絶
え
間
な
い
手
紙
の
や
り

と
り
は
、
こ
の
人
文
主
義
者
グ
ル
ー
プ
へ
の
帰
属
を
途
切
れ
さ
せ
ま

せ
ん
で
し
た
。
文
通
に
よ
っ
て
、
修
道
院
の
壁
の
中
に
い
る
修
道
士

で
あ
っ
て
も
学
問
的
議
論
の
応
酬
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

す
。
こ
の
帰
属
意
識
は
、
修
道
院
内
で
猜
疑
の
目
で
み
ら
れ
た
り
、
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果
て
は
敵
意
を
向
け
ら
れ
さ
え
し
た
と
き
に
は
、
格
別
の
支
え
と
な

り
ま
し
た）
11
（

。

　
こ
の
こ
と
を
よ
り
詳
し
く
追
う
た
め
に
、
オ
ッ
ト
ー
ボ
イ
レ
ン
の

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
エ
レ
ン
ボ
ク
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。
行
動
力
あ
ふ

れ
る
彼
は
、
修
道
院
外
の
知
識
人
と
の
接
触
を
求
め
始
め
ま
す
。
ア

ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
書
記
官
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ポ
イ
テ
ィ
ン
ガ
ー
の
た
め

に
古
文
書
を
求
め
て
修
道
院
の
文
書
庫
を
く
ま
な
く
調
査
し
た
り
、

一
五
〇
九
年
か
ら
は
ロ
イ
ヒ
リ
ン
の
助
け
を
借
り
て
旧
約
聖
書
の
言

語
に
挑
戦
し
た
り
し
ま
し
た
。
彼
は
同
僚
の
修
道
士
の
不
信
や
妨
害

を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
な
ぜ
ま
っ
た
く
知
り
も
し
な
い
言
語
と

格
闘
す
る
の
か
、
エ
レ
ン
ボ
ク
の
同
僚
た
ち
は
理
解
し
よ
う
と
し
ま

せ
ん
で
し
た）
1（
（

。
エ
レ
ン
ボ
ク
の
弁
明
は
、
鏡
と
な
っ
て
彼
が
受
け
た

非
難
を
あ
ら
わ
し
て
い
ま
す
。

　
お
ま
え
は
、（
中
略
）わ
た
し
の
研
究
が
戒
律
に
反
し
て
い
る
と

咎
め
た
。
だ
が
、
わ
た
し
に
だ
っ
て
無
駄
な
こ
と
に
割
く
時
間
は

な
い
。
わ
た
し
が
ギ
リ
シ
ア
語
と
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
文
献
の
研
究
に

充
て
る
時
間
、
お
ま
え
は
悪
習
に
ふ
け
っ
て
い
る
で
は
な
い
か）
11
（

。

　　
当
初
は
有
益
な
時
間
の
使
い
方
を
め
ぐ
る
人
文
学
者
エ
レ
ン
ボ
ク

と
修
道
院
の
農
場
管
理
人
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
・
ス
ヴ
ェ
ル
ツ
の
私
的
な

口
論
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
こ
の
議
論
は
、
そ
の
後
す
ぐ
に
よ
り
本
質

的
な
次
元
へ
高
ま
り
ま
す
。
エ
レ
ン
ボ
ク
は
続
け
て
言
い
ま
し
た
。

「
人
文
主
義
に
関
す
る
物
事
が
わ
か
ら
な
い
者
が
、
古
く
か
ら
あ
る

誤
り
を
正
そ
う
と
努
め
る
者
を
忌
ま
わ
し
い
数
寄
者
と
非
難
す
る
こ

と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に
は
よ
く
あ
る
こ
と
だ
（
中
略）
11
（

）。」
要
す

る
に
エ
レ
ン
ボ
ク
は
、
古
い
言
語
の
研
究
を
、
信
仰
の
誤
り
を
正
す

必
要
性
に
よ
っ
て
正
当
化
し
た
の
で
す
。
こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
立

場
が
、
彼
の
人
生
に
常
に
付
き
ま
と
い
ま
し
た
。
一
方
で
、
修
道
院

に
い
な
が
ら
修
道
誓
願
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
で
時
を
過
ご
し
て
い
る

と
い
う
非
難
が
、
他
方
で
、
そ
れ
は
個
人
の
好
奇
心( curiositas)

で
は
な
く
、
間
接
的
・
機
能
的
に
信
仰
の
深
化
に
資
す
る
研
究
で
あ

る
と
い
う
反
論
が
繰
り
返
さ
れ
ま
し
た）
11
（

。

　
エ
レ
ン
ボ
ク
は
、
一
五
一
六
年
の
別
の
手
紙
の
な
か
で
、
自
分
に

は
乏
し
い
学
才
し
か
備
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
認
め
て
い
ま
す
。
今

や
多
忙
な
修
道
院
の
管
理
人
と
な
っ
た
彼
に
は
、
研
究
に
割
く
余
暇

は
ご
く
わ
ず
か
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た）
11
（

。
言
語
と
哲
学
に
関
す
る

彼
の
研
究
の
方
針
を
表
す
た
め
に
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
が
暗
示
さ
れ
て
い
る

箇
所
は
、
こ
れ
ひ
と
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん）
11
（

。
格
言
と
化
し
て
い
る
キ

ケ
ロ
の
か
の
一
節
を
こ
の
文
脈
で
用
い
て
い
な
い
と
し
て
も
、
強
情

に
も
エ
レ
ン
ボ
ク
は
、
彼
を
苦
し
め
る
者
に
対
し
て
こ
の
武
器
を
向

け
て
い
ま
す
。「Q

uid enim
 sus M

inervam
 docebit?

─
豚
が

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
に
何
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
換
言
す
れ
ば
、

「
ま
ぬ
け
が
賢
者
に
教
え
る
こ
と
な
ど
あ
る
も
の
か）
11
（

」。
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マ
リ
ア
か
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
か
　
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
学
識
（
ミ
ュ
ラ
ー
）

　
修
道
院
長
と
エ
レ
ン
ボ
ク
の
友
好
関
係
が
冷
え
込
み
、
修
道
院
長

が
ギ
リ
シ
ア
語
・
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
手
稿
本
を
購
入
す
る
た
め
の
資
金

繰
り
を
拒
否
し
、
つ
い
に
エ
レ
ン
ボ
ク
が
大
学
へ
通
う
こ
と
さ
え
も

禁
じ
た
の
ち）
11
（

、
エ
レ
ン
ボ
ク
は
、
本
質
的
な
対
立
状
況
を
こ
の
上
な

く
明
瞭
に
定
式
化
す
る
文
句
を
述
べ
て
い
ま
す
。

　
　
わ
た
し
は
、
何
に
も
ま
し
て
無
学
な
同
僚
の
こ
と
で
い
つ
も
腹

を
立
て
て
い
ま
す
。
彼
ら
は
「
教
養
は
う
ぬ
ぼ
れ
を
も
た
ら
す
」

と
い
う
こ
と
わ
ざ
が
口
癖
で
す
。
愛
す
る
兄
弟
よ
、あ
な
た
に
は
、

修
道
士
同
士
遠
慮
な
く
話
せ
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
、
昨
今
の
修

道
院
長
た
ち
が
、
修
道
士
が
学
者
と
な
る
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
激
し

く
抵
抗
し
て
い
る
か
ご
存
知
で
し
ょ
う
。
い
つ
も
彼
ら
が
こ
う
言

っ
て
い
る
の
を
聞
き
ま
す
。「
学
問
は
う
ぬ
ぼ
れ
を
生
む
、
愛
だ

け
が
人
間
を
陶
冶
す
る
の
だ
」
と
。
し
か
し
、惨
め
な
者
た
ち
は
、

学
問
と
と
も
に
愛
も
修
道
院
か
ら
逃
げ
去
っ
て
い
る
こ
と
に
ま
っ

た
く
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。
多
く
の
無
知
で
無
学
な
修
道
士
た
ち

は
目
に
付
い
て
も
、
愛
や
隣
人
愛
に
身
を
捧
げ
る
者
は
残
念
な
が

ら
ご
く
わ
ず
か
で
す
。
実
際
に
は
、
学
問
が
愛
の
邪
魔
を
す
る
こ

と
な
ど
ま
っ
た
く
な
く
、
両
者
が
互
い
に
両
立
で
き
な
い
ほ
ど
に

愛
が
学
問
の
負
担
と
な
る
こ
と
も
ま
っ
た
く
な
い
の
で
す
。（
中

略
）
い
つ
か
、
愛
が
学
問
と
と
も
に
修
道
院
へ
帰
っ
て
く
る
こ
と

を
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
と
愛
が
親
密
な
伴
侶
と
な
る
こ
と
を
、
隣
人
愛

の
思
想
の
み
な
ら
ず
学
識
に
も
満
ち
た
修
道
士
が
再
び
み
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す）
11
（

。

　
エ
レ
ン
ボ
ク
は
、
教
育
を
妨
げ
る
修
道
院
の
風
潮
を
嘆
い
て
い
ま

す
。
そ
の
風
潮
は
、
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
に
あ
る
使
徒
パ

ウ
ロ
の
言
葉
〔「
知
は
誇
ら
せ
、
愛
は
建
て
る
」〕
に
杓
子
定
規
に
依

拠
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
修
道
院
長
た
ち
は
こ
れ
を
教
育
責
任
か
ら

の
言
い
逃
れ
に
利
用
し
ま
し
た）
11
（

。
学
問
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
心
的

な
理
想
の
ひ
と
つ
で
あ
る
愛
（caritas

）
に
対
置
さ
れ
た
の
で
す
。

　
二
つ
の
中
心
思
想
の
論
争
的
対
置
─
か
た
や
学
識
、
か
た
や
修
道

士
の
隣
人
愛
─
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
・
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
テ
ク
ス
ト
、
あ

る
い
は
古
代
や
異
教
の
著
作
家
に
傾
倒
す
る
修
道
士
を
奇
人
た
ら
し

め
た
だ
け
で
な
く
、
修
道
院
が
共
有
す
る
理
想
を
捨
て
る
者
、
修
道

生
活
の
戒
律
に
反
す
る
ふ
る
ま
い
を
す
る
者
と
非
難
し
て
汚
名
を
着

せ
ま
し
た
。
詳
し
く
み
る
と
、
こ
う
し
た
厳
し
い
批
評
は
二
通
り
に

分
か
れ
て
い
ま
す
。
ひ
と
つ
は
時
間
の
浪
費
、
も
う
ひ
と
つ
は
無
為

（otiositas

）
と
い
う
も
の
で
す
。
無
益
な
気
晴
ら
し
の
ひ
と
つ
と

さ
れ
る
人
文
主
義
研
究
は
、
運
動
と
瞑
想
を
交
互
に
行
う
こ
と
を
定

め
た
修
道
院
に
お
け
る
非
常
に
几
帳
面
な
過
ご
し
方
と
は
相
容
れ
な

い
も
の
で
し
た
。
と
は
い
え
、
た
だ
の
怠
惰
は
誹
謗
中
傷
の
的
と
し

て
十
分
で
な
く
、
対
象
物
が
重
要
で
し
た
。
ま
た
、
人
文
主
義
者
た

ち
が
心
の
底
か
ら
夢
中
に
な
っ
た
テ
ク
ス
ト
は
、
修
道
制
に
お
い
て
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数
世
紀
来
読
む
に
値
す
る
も
の
と
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
、
繰
り
返
し

認
め
ら
れ
て
き
た
書
物
の
範
疇
の
外
に
あ
っ
た
た
め
に
、
放
縦
な
好

奇
心
（curiositas

）
と
の
非
難
が
、
そ
の
問
題
を
い
っ
そ
う
深
く

襲
い
ま
し
た
。
好
奇
心
は
、
こ
ん
に
ち
で
は
肯
定
的
な
意
味
で
使
わ

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
み
な
ら
ず
と
も
文
字
通
り
の
学
び
へ

と
導
く
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
先
述
の
論
争
の
文
脈
で

は
、
好
奇
心
（curiositas
）
は
人
間
の
傲
慢
な
行
為
─
神
が
人
間

に
与
え
た
こ
と
を
知
る
の
み
で
満
足
せ
ず
、
み
ず
か
ら
探
求
し
よ
う

と
す
る
こ
と
─
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
服
従
と
恭
順
を
生
活
の
主
た

る
理
想
に
選
ん
だ
ひ
と
り
の
修
道
士
に
と
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
烙
印

に
は
こ
と
さ
ら
重
み
が
あ
り
ま
し
た
。
好
奇
心
（curiositas

）
へ

の
非
難
は
、
人
文
主
義
に
関
心
を
も
つ
修
道
士
が
、
新
た
な
知
識
を

身
に
着
け
た
だ
け
で
な
く
、
慣
習
か
ら
離
れ
て
新
た
な
権
威
を
開
拓

し
た
こ
と
を
明
る
み
に
出
し
て
い
る
の
で
す）
1（
（

。

　
ラ
テ
ン
語
、
ギ
リ
シ
ア
語
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
言
語
能
力
を
投
入
し

て
、
聖
母
マ
リ
ア
を
讃
え
る
聖
人
伝
や
巧
み
な
詩
を
書
く
こ
と
で
あ

れ
ば
、
許
容
範
囲
内
で
し
た
。
マ
リ
ア
に
仕
え
る
た
め
の
人
文
主
義

的
教
養
─
そ
う
絞
っ
て
表
現
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
─
は
、
一
貫
し
て

修
道
院
の
理
想
に
適
合
す
る
も
の
で
し
た）
11
（

。
し
か
し
、
マ
リ
ア
そ
の

人
の
た
め
に
ラ
テ
ン
語
を
磨
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
キ
ケ
ロ
な
い
し
プ

ラ
ト
ン
の
テ
ク
ス
ト
と
の
徹
底
的
な
対
話
は
、
権
威
論
争
を
招
か
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
─
ま
さ
に
ヒ
エ
ロ
ニ
ム
ス
の
折
檻
の
夢
が
当

時
の
人
々
に
見
せ
た
と
お
り
で
す
。
こ
こ
で
世
界
は
、
和
解
の
余
地

の
な
い
ほ
ど
に
切
迫
し
た
「
修
道
士
間
の
」
修
道
院
内
論
争
に
遭
遇

し
ま
し
た
。
学
問
か
兄
弟
愛
か
─
あ
る
い
は
エ
レ
ン
ボ
ク
の
言
葉
を

借
り
れ
ば
、
愛
（caritas

）
か
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
か
。
し
な
し
な
が
ら
、

最
後
に
引
用
し
た
一
節
の
末
尾
で
エ
レ
ン
ボ
ク
が
展
開
し
た
ビ
ジ
ョ

ン
は
、
二
つ
の
領
域
の
密
な
共
存
を
示
し
て
い
ま
す
。
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

と
愛
は
、
手
に
手
を
と
り
あ
っ
て
い
る
の
で
す
。
修
道
院
で
高
め
ら

れ
た
教
養
は
、
同
時
に
そ
こ
で
高
潔
な
生
活
を
促
し
た
こ
と
で
し
ょ

う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
ビ
ジ
ョ
ン
の
ま
ま
だ
っ
た
の
で
す
が
。

　
古
典
語
の
研
鑽
に
身
を
捧
げ
、
古
代
＝
異
教
世
界
の
テ
ク
ス
ト
、

著
作
家
、
そ
し
て
権
威
を
我
が
も
の
と
し
た
修
道
士
は
、
ま
ち
が
い

な
く
存
在
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
、
独
自
の
人
文
主
義
的
修
道
院
文

化
に
至
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
の
で
す
。
こ
れ
は
、
必
ず
し

も
修
道
会
や
修
道
院
に
お
け
る
構
造
上
の
障
害
の
み
に
よ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
修
道
士
た
ち
は
、
人
文
主
義
的
嗜
好
ゆ
え
に
自
身

の
修
道
院
で
し
ば
し
ば
つ
ま
は
じ
き
に
さ
れ
、
個
人
的
な
対
立
に
さ

ら
さ
れ
た
た
め
、
志
を
同
じ
く
す
る
者
を
修
道
院
の
外
に
探
し
求
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
は
、
同
僚
た
ち
か
ら
調
和
的

な
ふ
る
ま
い
を
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
自
覚
し
て
い
ま
し
た
。
つ

ま
る
と
こ
ろ
修
道
士
た
ち
は
、
最
終
的
に
二
人
の
指
導
者
の
う
ち
ひ

と
り
を
、
同
時
に
ひ
と
つ
の
権
威
の
コ
ス
モ
ス
を
選
ば
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
マ
リ
ア
、
あ
る
い
は
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
を
。
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マ
リ
ア
か
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
か
　
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
学
識
（
ミ
ュ
ラ
ー
）

註（1
） “…

si obedientiae m
e nexus non ligaret”, Andreas Bigelm

air 
and F

riedrich Zoepfl (eds.), N
ikolaus E

llenbog, 
B

riefw
echsel , C

orpus C
atholicorum

 19/21, M
ünster, 

1938, pp. 195-96, nr. 4.18, 1525 M
ai 4, an C

hristoph 
M

entzinger, Zitat p. 195. 

趣
味
の
芸
術
に
没
頭
す
る
べ
く
、
し

ば
し
の
あ
い
だ
修
道
院
を
逃
れ
て
い
た
の
は
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修

道
士
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ル
イ
シ
ュ
で
あ
る
。
彼
は
、
ケ
ル
ン
の
聖
マ
ル

テ
ィ
ン
修
道
院( G

roß St. M
artin)

を
離
れ
て
ロ
ー
マ
で
絵
を
描

い
た
。
ル
イ
シ
ュ
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。Peter M

eurer, 
“D

er M
aler und K

artograph Johann Ruysch († 1533). Zur 
abenteuerlichen B

iographie eines K
ölner B

enediktiners 
an der Schw

elle der N
euzeit”, G

eschichte in K
öln , 49, 

2002, pp. 85-104. 

─
な
お
、
本
稿
は
次
の
既
発
表
論
文
を
改
変

し
た
も
の
で
す
。H

arald M
üller, “M

aria oder M
inerva! 

M
öglichkeiten und G

renzen hum
anistischer B

etätigung 
in spätm

ittelalterlichen B
enediktinerklöstern”, in 

Peter Schm
id and R

ainer Scharf (eds.), G
elehrtes Leben 

im
 K

loster. Sankt E
m

m
eram

 als B
ildungszentrum

 im
 

Spätm
ittelalter , M

unich, 2012, pp. 103-17.

（
2
）
エ
レ
ン
ボ
ク
、
彼
の
手
紙
、
人
文
主
義
へ
の
順
応
に
つ
い
て
は

次
の
文
献
お
よ
び
そ
の
文
献
目
録
を
参
照
。G

erald D
örner, 

“E
llenbog, N

ikolaus”, in Franz Josef W
orstbrock (ed.), 

D
eutscher H

um
anism

us 1480-1520. V
erfasserlexikon  

1, B
erlin, 2006, col. 600-14 ; H

arald M
üller, H

abit 
und H

abitus. M
önche und H

um
anisten im

 D
ialog, 

Spätm
ittelalter und R

eform
ation N

. R
., 32, Tübingen, 

2006, pp. 245-93; H
arald M

üller, “E
llenbogs B

ücher, 
oder: W

ie m
an eine B

ibliothek auch benutzen kann”, 
in A

ndreas Fickers et al. (eds.), Jeux sans frontières"? 
G

renzgänge (in) der G
eschichtsw

issenschaft. Festschrift 
für Arm

in H
einen zum

 65. G
eburtstag , E

ssen, 2017, pp. 
79-88. 

（
3
）  Ellenbog, Briefw

echsel , pp. 34-35, nr. 1.53, 1508 N
ov. 7, 

an den K
em

ptener m
usicus  A

lexius W
agner: “C

aeterum
 

gratulari te m
ihi velim

 de foelicitae m
ea, quam

 
nactus sum

 in abbate patre m
eo dignissim

o, qui tam
 

politiores fovet literas, ut fidem
 superet. Laborat ille 

dies noctesque, ut codices, non Latinos m
odo, verum

 et 
H

ebraicos ac G
raecos conquirat. Pro neophyto praeterea 

ex H
ebraeis converso, qui m

e in H
ebraeo instituat, ad 

Capnionem
, virum

 doctissim
um

, scripsit.”

（
4
） 

定
義
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
が
簡
潔
な
概
観
を
提
供
し
て
い

る
。Lew

is W
. Spitz, “H

um
anism

us”, in T
heologische 

R
ealenzyklopädie , 15, B

erlin, 1986, pp. 639-61; R
obert 

B
lack, “H

um
anism

”, in C
hristopher A

llm
and (ed.), 

T
he N

ew
 C

am
bridge M

edieval H
istory , 8: c. 1415-c. 

1500, C
am

bridge, 1997, pp. 243-77; G
errit W

alther, 
“H

um
anism

us”, in Friedrich Jaeger (ed.), E
nzyklopädie 

der N
euzeit , 5, Stuttgart, 2007, col. 665-92. 

人
文
主
義
を

厳
密
に
定
義
す
る
こ
と
の
問
題
性
、
と
く
に
修
道
院
の
生
活
空
間

に
と
っ
て
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
箇
所
を
参
照
。M

üller, 
H

abit , p. 15-55.

（
5
）  M

üller, H
abit , pp. 106-36; H

arald M
üller, “N

utzen und N
achteil 
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hum
anistischer Bildung im

 K
loster”, in Thom

as M
aissen 

and G
errit W

alther (eds.), Funktionen des H
um

anism
us. 

Studien zum
 N

utzen des N
euen in der hum

anistischen 
K

ultur , G
öttingen, 2006, pp. 191-213.

（
6
） Aurelius Augustinus, D

e doctrina christiana  2.39.58–61

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
〔
加
藤
武
訳
〕『
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
』（
教
文

館
、
一
九
八
八
年
）。
当
該
箇
所
で
は
、
共
同
生
活
に
役
立
つ
人
間
の

学
問
と
並
ん
で
、
歴
史
学
が
有
益
な
も
の
と
し
て
明
確
に
位
置
づ
け

ら
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
数
学
と
弁
証
法
は
無
益
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
聖
書
理
解
の
助
け
と
な
る
よ
う
な
異
教
の
学
問
も
許
容
可

能
と
さ
れ
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
（
偶
然
に
も
）
利
用
で
き

る
も
の
を
も
た
ら
し
う
る
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
な
哲
学
者
は
、
か
つ
て

モ
ー
セ
が
エ
ジ
プ
ト
の
学
問
を
身
に
着
け
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
役

立
て
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、（
人
間
の
）
教
え
か
ら
、
キ
リ

ス
ト
教
の
教
え
と
解
釈
さ
れ
う
る
知
恵
へ
の
転
用
関
係
が
非
常
に
重

要
と
な
る
。Peter Prestel, D

ie R
ezeption der ciceronischen 

R
hetorik durch A

ugustinus in D
e doctrina christiana, 

Studien zur klassischen Philologie , 69, Frankfurt am
 

M
ain, 1992, pp. 78-96.

（
7
） 

修
道
士
の
独
居
房
内
で
の
学
問
に
対
し
て
「
書
斎
の
ヒ
エ
ロ
ニ
ム

ス
」が
も
つ
象
徴
的
機
能
に
つ
い
て
は
、次
の
文
献
を
参
照
。Ernst H

. 
K

antorow
icz, D

ie W
iederkehr gelehrter A

nachorese im
 

M
ittelalter , Stuttgart, 1937, reprinted in idem

, Selected 
Studies , G

lückstadt/ N
ew

 Y
ork, 1965, pp. 339-51 (pp. 

350-51); K
aspar E

lm
, “M

onastische R
eform

en zw
ischen 

H
um

anism
us und R

eform
ation”, in L

othar P
erlitt 

(ed.), 900 Jahre B
ursfelde. R

eden und V
orträge zum

 

Jubiläum
 1993 , G

öttingen, 1994, pp. 59-111 (pp. 59-63, 
m

it Literatur). 

次
の
文
献
で
は
、
法
学
者
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ア
ン

ド
レ
ア
エ
（Johannes Andreae, c. 1270-1348

）
の
墓
碑
を
例

と
し
て
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
。Andrea von H

ülsen-Esch, 
“Prim

us inter pares – prim
i inter pares . G

elehrte unter 
sich und ihresgleichen”, in Yuri L. Bessm

ertny and O
tto 

G
erhard O

exle (eds.), D
as Individuum

 und die Seinen: 
Individualität in der okzidentalen und in der russischen 
K

ultur in M
ittelalter und früher N

euzeit , G
öttingen, 

2001, pp. 169-207 (pp. 182-87).

（
8
） Richard B

enz (ed.), D
ie Legenda aurea des Jacobus de 

V
oragine , H

eidelberg, 10. A
ufl. 1984, p. 757.  

こ
こ
で
引
用

し
た
テ
ク
ス
ト
に
は
筆
者
が
改
変
を
加
え
て
い
る
。
詳
細
は
次
の

文
献
を
参
照
。K

laus Schreiner, “Von dem
 lieben herrn 

sant Jheronim
o: w

ie er geschlagen w
ard von dem

 
E

ngel . F
röm

m
igkeit und B

ildung im
 Spiegel der 

A
uslegungsgeschichte eines E

xem
pels”, in Johannes 

H
elm

rath and H
eribert M

üller, S
tudien zum

 15. 
Jahrhundert. Festschrift für E

rich M
euthen 1 , M

ünchen, 
1994, pp. 415-43, bes. pp. 422-23. 

古
典
作
家
と
キ
リ
ス
ト

教
を
歴
史
的
議
論
の
軸
と
し
て
扱
っ
た
研
究
と
し
て
、
次
の
文
献

が
挙
げ
ら
れ
る
。D

enis H
ay, “H

um
anists, Scholars and 

Religion in the Later M
iddle Ages”, in K

eith Robbins (ed.), 
R

eligion and H
um

anism
. Papers R

ead at the E
ighteenth 

Sum
m

er M
eeting and the N

ineteenth W
inter M

eeting 
of the E

cclesiastical H
istory Society, Studies in C

hurch 
H

istory, 17, O
xford, 1981, pp. 1-18. 

キ
リ
ス
ト
教
と
学
問
と
い
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ネ
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ァ
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ク
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サ
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学
識
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ミ
ュ
ラ
ー
）

う
テ
ー
マ
に
関
す
る
歴
史
学
的
概
観
と
し
て
、
次
の
文
献
も
参
照
。

Laetitia B
öhm

, “M
editation – W

issenschaft – A
rbeit. Zu 

einer historischen K
ontroverse um

 das V
erhältnis von 

W
issenschaft und m

onastischer Lebensform
”, in M

ichael 
Langer and A

nselm
 B

ilgri (eds.), W
eite des H

erzens – 
W

eite des Lebens. B
eiträge zum

 C
hristsein in m

oderner 
G

esellschaft. F
estschrift für A

bt O
dilo L

echner  1, 
R

egensburg, 1989, pp. 39-62, reprinted in G
ert M

elville 
et al. (eds.), G

eschichtsdenken, B
ildungsgeschichte, 

W
issenschaftsorganisation. A

usgew
ählte A

ufsätze 
von Laetitia B

öhm
, anlässlich ihres 65. G

eburtstages, 
H

istorische F
orschungen , 56, B

erlin, 1996, pp. 379-
403 (pp. 381-91). 

次
の
文
献
は
、
修
道
院
に
お
け
る
学
術
的

な
ラ
テ
ン
語
教
育
を
正
当
化
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

B
urkhard H

asebrink, “Tischlesung und B
ildungskultur 

im
 N

ürnberger K
atharinenkloster. E

in B
eitrag zu ihrer 

R
ekonstruktion”, in M

artin K
intzinger et. al. (eds.), 

Schule und Schüler im
 M

ittelalter , B
eihefte zum

 A
K

G
 

42, K
öln, 1996, pp. 187-216 (p. 190). 

な
お
、
訳
出
の
際
に
は

以
下
の
翻
訳
を
参
照
し
た
。
ヤ
コ
ブ
ス
・
デ
・
ウ
ォ
ラ
ギ
ネ
〔
前
田

敬
作
、今
村
孝
訳
〕『
黄
金
伝
説
』（
平
凡
社
、二
〇
〇
六
年
）（
全
四
巻
）。

（
9
） 

こ
れ
つ
い
て
詳
し
く
は
次
の
箇
所
を
参
照
。M

üller, H
abit , pp. 

106–27.

（
10
）  Poggii Florentini D

ialogus et Leonardi Aretini oratio adversus 
H

ypocrisim
, H

ieronym
us Sincerus

(ed), Lyon, 1579, pp. 
1-36 (p. 20): “Q

uos sim
iae saepius quam

 praedicanti 
sim

iles duco.” 

こ
の
節
は
次
の
よ
う
に
続
く
。“…

am
bitu 

verborum
 feruntur inconcinno, gestu, instar asini dom

ino 
blandientes, incom

posito, voce sonora ac terribili, verbis 
m

ordacibus utuntur quae scurrilitatem
 non sapientiam

 
redoleant.” (pp. 20-21).  

（
11
）  Virgil E. Fiala, “H

um
anistische Fröm

m
igkeit in der Abtei 

N
eresheim

”, Studien und M
itteilungen zur G

eschichte des 
B

enediktinerordens und seiner Zw
eige ,86, 1975, pp. 109-

29 (p. 111). 

読
書
目
録
に
み
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
戒
律
の
位
置
づ
け

に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。Jean Leclercq, W

issenschaft 
und G

ottverlangen. Zur M
önchstheologie des M

ittelalters , 
D

üsseldorf, 1963, pp. 21-22 and 31-32. 

次
の
箇
所
も
併
せ
て

参
照
。M

üller, “N
utzen”, pp. 198-99.

（
12
） M

üller, “N
utzen”, pp. 200-202. 

重
要
な
諸
問
題
に
つ
い
て
は

次
の
箇
所
も
参
照
。M

üller, H
abit , pp. 26-30.

（
13
） 

マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
の
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ヘ
ル
ベ
ヌ
ス
（M

atthias 
H

erbenus,1445-1538

）が
、
一
四
九
五
年
に
シ
ュ
ポ
ン
ハ
イ
ム
を

訪
問
し
た
後
、
ア
ー
ヘ
ン
の
ヨ
ド
ク
ス
・
バ
イ
ッ
セ
ル
（Jodokus 

Beissel, -1514

）
に
宛
て
て
書
い
た
手
紙
の
中
の
一
節
。“Si in 

G
erm

ania nostra H
ebrea aliqua G

raecaue academ
ia sit, 

ea Spanhem
ense coenobium

 est: ubi plus eruditionis 
concipere possis parietibus, quam

 m
ultorum

 aliorum
 

puluerulentis atque librorum
 inanibus bibliothecis. 

Q
uicquid enim

 antiquitatis et eruditionis G
erm

ania 
in libris habere potest: m

onasterium
 Spanhem

ense 
T

rithem
io procurante possidet.” M

arquard F
reher 

(ed.), Johannis T
rithem

ii O
pera historica quotquot 

hactenus reperiri potuerunt, om
nia ... 1 , Frankfurt am
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M
ain, 1601, N

achdruck 1966, p. 121, 1495 O
kt. 18. 

こ

の

書

簡

は
、Trithem

ius‘ C
atalogus illustrium

 virorum
と
題
し
て
印
刷
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参

照
。K

laus A
rnold, Johannes T

rithem
ius 1462-1516, 

Q
uellen und Forschungen zur G

eschichte des B
istum

s 
und H

ochstifts W
ürzburg 23 , W

ürzburg, 1971, erw
eitert 

²1991, p. 56; Susann El K
holi, “Ein Besuch bei Johannes 

T
rithem

ius: D
er B

rief des M
atthäus H

erbenus an 
Jodokus B

eissel vom
 14. A

ugust 1495”, A
rchiv für 

m
ittelrheinische K

irchengeschichte , 56, 2004, pp. 143-
157. 

こ
の
書
簡
の
羅
独
混
交
版
と
と
も
に
次
の
文
献
も
参
照
。

Johannes H
elm

rath, “Perception of the M
iddle A

ges 
and Self-Perception in G

erm
an H

um
anism

: Johannes 
Trithem

ius and the C
athalogus illustrium

 virorum
 

G
erm

aniam
 ...exornantium

”, in Patrick B
aker (ed.), 

B
iography, H

istoriography and M
odes of Philosophizing. 

The Tradition of C
ollective B

iography in E
arly M

odern 
E

urope , Leiden, 2017, pp. 177-247, m
it Teiledition pp. 

209-238.  

（
14
）  Arnold, Trithem

ius , p. 71. 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
の
箇
所

も
併
せ
て
参
照
。M
üller, H

abit , pp. 32-47 and 194-204.

（
15
） 

ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
の
法
学
者
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ウ
ィ
ギ
リ
ウ
ス

は
、
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
へ
宛
て
た
手
紙
の
な
か
で
、

自
身
の
感
情
を
次
の
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。“... herem

um
 

ingrediebam
ur, apud Joannem

 Trithem
ium

 per sex dies 
integros detenti. C

redis tu contra voluntatem
 nostram

? 
N

equaquam
: om

nia enim
 nobis correspondebant ibi pro 

tem
pore, pro annis pro om

ni denique voluptate nostra. 
Invenim

us patronum
 nostrum

 Joannem
 transferentem

 
D

ionysium
 A

ryopagitam
 de verbo ad verbum

, quem
 et 

ita dim
isim

us. E
rat G

raecus abbas, G
raeci m

onachi, 
canes, lapides, arbusta et totum

 istum
 m

onasterium
 

in m
edia Ionia videbatur situm

”, H
ans R

upprich (ed.), 
D

er B
riefw

echsel des K
onrad C

eltis, V
eröffentlichungen 

der K
om

m
ission zur E

rforschung der G
eschichte der 

R
eform

ation und G
egenreform

ation. H
um

anistenbriefe , 
3, M

ünchen, 1934, pp. 178-82, nr. 107, 1496 A
pril 

19, (p. 179). 

こ
こ
で
は
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
が
ツ
ェ
ル
テ
ィ
ス
に

送
っ
た
デ
ィ
オ
ニ
シ
ウ
ス
の
『
神
秘
神
学
』
が
話
題
に
の
ぼ
っ

て
い
る
。Ibid., pp. 183-84, nr. 109. 

ウ
ィ
ギ
リ
ウ
ス
に
つ

い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。H

erm
ann W

iegand, “Phoeba 
sodalitas nostra . D

ie Sodalitas Litteraria R
henana – 

Problem
e, Fakten, Plausibilitäten”, in Stephan Füssel 

and Jan Pirożyński (eds.), D
er polnische H

um
anism

us 
und die europäischen Sodalitäten. A

kten des polnisch-
deutschen S

ym
posions vom

 15.-19. M
ai 1996 im

 
C

ollegium
 M

aius der U
niversität K

rakau, Pirckheim
er-

Jahrbuch für R
enaissance- und H

um
anism

usforschung , 
12, W

iesbaden, 1997, pp. 187-211 (p. 205, m
it w

eiterer 
Literatur); A

rnold, Trithem
ius , pp. 81-85. 

こ
こ
で
引
用
し
た

一
節
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
箇
所
。Ibid., p. 79.

（
16
） 
次
の
箇
所
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。M

üller, H
abit , pp. 194–

244.

（
17
） 

次
の
箇
所
で
体
系
的
な
調
査
を
行
っ
た
。M

üller, H
abit , 
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マ
リ
ア
か
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
か
　
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
派
修
道
院
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
学
識
（
ミ
ュ
ラ
ー
）

pp. 79-136. 

引
用
し
た
史
料
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参

照
。Johannes H

elm
rath, “C

apitula . Provinzialkapitel 
und B

ullen des B
asler K

onzils für die R
eform

 des 
B

enediktinerordens im
 Reich. M

it einer K
onkordanz und 

ausgew
ählten Texten”, in H

elm
rath and M

üller, Studien , 
pp. 87-121 (p. 116).

（
18
）  Andreas Beriger, W

indesheim
er K

losterkultur um
 1500. 

Vita, W
erk und Lebensw

elt des R
utger Sycam

ber, Frühe 
N

euzeit , 96, Tübingen, 2004, pp. 1-47 (Leben), 66-68, 
286-87 (Briefe); M

üller, H
abit , pp. 219-30.

（
19
） 

フ
ァ
イ
ト
・
ビ
ル
ト
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。H

arald 
M

üller and A
nne-K

atrin Ziesak, “D
er A

ugsburger 
B

enediktiner V
eit B

ild und der H
um

anism
us. E

ine 
Projektskizze”, Zeitschrift des H

istorischen V
ereins für 

Schw
aben , 95, 2002, erschienen 2003, pp. 27-51; A

nne-
K

atrin Ziesak, “B
ild, V

eit”, in W
orstbrock, D

eutscher 
H

um
anism

us , col. 190-204; Franz Posset, R
enaissance 

M
onks, M

onastic H
um

anism
 in S

ix B
iographical 

S
ketches, S

tudies in M
edieval and R

eform
ation 

Traditions , 108, Leiden, 2005, pp. 133-54

（
筆
者
に
よ
る

書
評
も
参
照
。W

olfenbütteler R
enaissance-M

itteilungen 
31.1, 2007, pp. 56-60

）; H
arald M

üller, “D
er B

eitrag 
der M

önche zum
 H

um
anism

us im
 spätm

ittelalterlichen 
A

ugsburg. Sigism
und M

eisterlin und V
eit B

ild im
 

V
ergleich”, in G

ernot M
ichael M

üller (ed.), H
um

anism
us 

und R
enaissance in A

ugsburg. K
ulturgeschichte einer 

Stadt zw
ischen Spätm

ittelalter und D
reißigjährigem

 

K
rieg, Frühe N

euzeit , 144, Berlin, 2010, pp. 389-406, bes. 
pp. 401-06. 

外
出
許
可
に
つ
い
て
は
次
の
箇
所
を
参
照
。Ibid., p. 

405.

（
20
） 

詳
細
は
次
の
箇
所
を
参
照
。M

üller, H
abit , pp. 67-78, 106-

36.

（
21
） 

エ
レ
ン
ボ
ク
に
つ
い
て
は
上
記
註
二
を
参
照
。
オ
ッ
ト
ー
ボ
イ
レ

ン
に
お
け
る
ヘ
ブ
ラ
イ
語
教
育
の
試
み
に
つ
い
て
は
以
下
の
箇
所
を

参
照
。M

üller, H
abit , p. 258.

（
22
） “Im

petisti m
e nuper verbis satis procacibus nim

isque 
licenter studia m

ea carpsisti, perinde inutilibus 
nulliusque m

om
enti rebus operam

 ipse im
pendam

. Q
uod 

enim
 H

ebraeae pariter et G
raecae literaturae operam

 do, 
tu vitio das.” E

llenbog, B
riefw

echsel , pp. 31-32, nr. 1.50, 
(1508), (p. 31).

（
23
） Ibid., p. 32. “Solent enim

 nostra aetate bonarum
 literarum

 
ignari eos notare curiositatis, qui inveteratos errores 
evellere m

oliuntur tutantes errores suos tem
poris 

diuturnitate, perinde diu errasse regredi in viam
 sit.”

（
24
）  M

üller, H
abit , pp. 275-76, 285-86. curiositas

概
念
の
否

定
的
な
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
は
次
の
箇
所
を
参
照
。Ibid., pp. 111-

117.

（
25
） Ellenbog, B

riefw
echsel , p. 147, nr. 3.17, 1516 Aug. 27, 

an Johannes M
arquardi (nur R

egest), darin: “E
go enim

 
tenui praeditus sum

 M
inerva, ut item

 in rebus agendis 
occupato liberum

 studendi tem
pus relinquitur”, Paris, 

BN
F, m

s. lat. 8643, vol. 1, fol. 22v. 

エ
レ
ン
ボ
ク
は
他
の
箇
所

で
も“tenuis M

inerva ”

に
言
及
し
て
い
る
。Ibid., p. 116 and 
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史
苑
（
第
八
一
巻
第
一
号
）

p. 168, nr. 3.66, 1520 N
ov. 30(nur R

egest): “C
urta m

ihi 
suppellex est et tenuis M

inerva. N
on itaque m

e onerabis 
super quam

 vires ferre valeant”, Paris, B
N

F, m
s. lat. 

8643, vol. 1, fol. 67v.

（
26
） 

例
え
ば
次
の
書
簡
。Ellenbog, B

riefw
echsel , pp. 475-77, 

nr. 9.82, 1543 M
ärz 28, an K

onrad Peutinger: “N
e itaque 

diutius te suspendam
, noveris hic prospere succedere 

M
inervale m

unus” (p. 476). 

ゴ
ー
タ
の
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ム
テ
ィ

ア
ン
が
ゲ
オ
ル
ゲ
ン
タ
ー
ル
の
修
道
院
設
立
に
つ
い
て
意
見
を
述

べ
た
次
の
書
簡
も
参
照
。“…

 vacuant pedagogi ... M
inerva 

quiescit.” D
er B

riefw
echsel des C

onradus M
utianus , Teil 

1-2, K
arl G

illert (ed.), G
eschichtsquellen der Provinz 

Sachsen , 18, H
alle, 1890, Teil 1, pp. 174-78, nr. 124 (1509 

O
stern), hier p. 176. 

次
の
手
紙
で
は
エ
ア
フ
ル
ト
大
学
の
法
学

者
と
哲
学
者
の
う
ち
後
者
が“alteram

 M
inerve capacem

”

と
呼

ば
れ
て
い
る
。Ibid., Teil 2, p. 143, nr. 483 (1515 ca. M

ärz 
20).

（
27
） Cicero, A

cadaem
ici posteriori libri quattuor  1.5: “Sed 

quid ago, inquit, aut sum
ne sanus qui haec vos doceo? 

nam
 etsi non sus M

inervam
, ut aiunt, tam

en inepte 
quisquis M

inervam
 docet”. 

こ
の
言
い
回
し
は
、
と
り
わ
け
ヴ
ィ

リ
バ
ル
ド
・
ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
か
ら
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ト
リ
テ
ミ
ス
に

宛
て
ら
れ
た
手
紙
の
な
か
で
使
わ
れ
た
。
そ
の
手
紙
で
は
、
ニ
ュ
ル

ン
ベ
ル
ク
の
貴
族
〔
＝
ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
〕
が
追
放
さ
れ
た
修
道
院

長
〔
＝
ト
リ
テ
ミ
ウ
ス
〕
に
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
職
を
勧
め
て
い
る
。

E
m

il R
eicke (ed.), W

illibald Pirckheim
ers B

riefw
echsel 

2, H
um

anistenbriefe , 5, M
ünchen, 1956, pp. 2-6, nr. 172. 

ラ
テ
ン
語
の
授
業
を
勧
め
る
エ
レ
ン
ボ
ク
の
文
は
、
次
の
語
句
で

始
ま
っ
て
い
る
。E

llenbog, B
riefw

echsel , pp. 60-61, nr. 
I.87, (1510 M

ai-Sept.), hier p. 61: “E
t ni sus (ut provebio 

fertur) M
inervam

 docerer…
”. 

ウ
ム
ル
の
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
ク
・

リ
ヒ
ャ
ル
ト
は
、
自
身
よ
り
も
優
れ
て
見
え
る
エ
レ
ン
ボ
ク
に
近
づ

こ
う
と
し
た
際
の
厚
か
ま
し
い
や
り
方
を
表
現
す
る
た
め
に
使
っ

て
い
る
。Ibid., p. 425, nr. 8.71, 1540 O

kt. 7(nur R
egest) : 

“…
 tam

quam
 sus M

inervam
 docere, cum

 m
eum

 sensum
 

tibi de incendiariis declarare volui.” Paris, BN
F, m

s. lat. 
8643, vol. 3, fol. 105v. 

ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ォ
ル
フ
ハ
ル
ト
も
同

様
で
あ
る
。Ellenbog, B

riefw
echsel , p. 446, nr. 9.19, 1522 

Jan. 22(nur Regest), Paris, BN
F, m

s. lat. 8643, vol. 3, fol. 
144v.

（
28
）  M

üller, H
abit , pp. 278–83.

（
29
） “M

axim
e autem

 om
nium

 sem
per detestatus sum

 am
usorum

 
fratrum

 frequens illud dictum
: «Sapientia inflat». Libet, 

pater charissim
e, tecum

 ut m
onachus cum

 m
onacho 

liberius loqui. Scis hactenus, quam
 m

anibus et pedibus 
obstiterint abbates nostri, ne m

onachi eorum
 docti 

evaderent id unicum
 personantes: «Scientia inflat, 

charitas aedificat». E
t non viderunt m

iseri, quia pariter 
cum

 scientia charitas de m
onasteriis aufugit. Inventi 

sunt enim
 m

onachi inscii et indocti m
ulti, charitativi 

(quod dolenter recolo) pauciores quam
 oportebat. V

ere 
scientia intantum

 non excludit charitatem
 nec charitas 

tam
 exosam

 habet scientiam
, ut alterutrum

 se ferre 
nequeant. (…

) Spero itaque, quia pariter cum
 scientia 
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charitas ad m
onasteria revertatur com

itenturque 
C

harites M
inervam

 invenianturque m
onachi ut docti, ita 

et charitate pleni.” E
llenbog, B

riefw
echsel , pp. 450-52, 

nr. 9.27, 1542 M
ärz 14(p. 451). 

こ
こ
で
はCaritas

と
い
う
語

が
、
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
三
美
神
よ
り
も
む
し
ろ
愛
に
満
ち
た
修
道
士

た
ち
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
。
こ
の
手
紙
の
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の

箇
所
を
参
照
。M

üller, H
abit , pp. 283-89.

（
30
）  1

K
or. 8,1. 

エ
ラ
ス
ム
ス
の
風
刺
文
が
無
学
な
修
道
院
長
た
ち
へ

の
非
難
の
頂
点
で
あ
る
。“Abbatis et eruditae  – D

er Abt und 
die gelehrte Frau”, in W

erner W
elzig (ed.), E

rasm
us von 

R
otterdam

, A
usgew

ählte Schriften 6. A
usgabe in acht 

B
änden, lat. und dt.: C

olloquia fam
iliaria. V

ertraute 
G

espräche , D
arm

stadt,1967, pp. 252-65.

（
31
） 

こ
れ
以
降
の
こ
と
に
つ
い
て
は
上
記
註
二
四
を
参
照
。
次
の
浩
瀚

な
エ
ッ
セ
イ
も
非
常
に
啓
発
的
で
あ
る
。H

eiko A. O
berm

an, 
C

ontra vanam
 ciositatem

. E
in K

apitel der T
heologie 

zw
ischen Seelenw

inkel und W
eltall , Zürich, 1974.

（
32
） 

語
学
堪
能
な
人
文
主
義
者
の
手
に
な
る
宗
教
テ
ク
ス
ト
や
、
と
り

わ
け
マ
リ
ア
を
崇
拝
す
る
詩
は
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
の
点
で
、
キ

リ
ス
ト
教
徒
の
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
と
讃
え
ら
れ
た
カ
ル
メ
ル
会
修
道

士
バ
プ
テ
ィ
ス
タ（
・
ス
パ
ニ
ョ
ー
リ
）・
マ
ン
ト
ゥ
ア
ヌ
ス（Baptista 

Spagnoli M
antuanus, 1448-1516

）
が
卓
越
し
て
い
る
。
ロ
レ

ン
ツ
ォ
・
ヴ
ァ
ッ
ラ
（『
新
約
聖
書
註
解
』）
や
エ
ラ
ス
ム
ス
に
続
い
て
、

人
文
主
義
者
に
よ
る
原
典
批
判
は
聖
書
や
聖
人
伝
に
適
用
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
テ
ー
マ
群
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。Cornelis 

A
ugustijn, H

um
anism

us, D
ie K

irche in ihrer G
eschichte , 

2, G
öttingen, 2003, bes. pp. H

47-49, H
75-79, H

110-

119. 

次
の
箇
所
も
併
せ
て
参
照
。M

üller, H
abit , pp. 25-26, 

36(B
aptista M

antuanus), 284-85 (“B
ibelhum

anism
us”), 

347-49 (V
erbindung von christlichem

 Inhalt und 
eleganter Latinität). 

二
つ
の
生
活
圏
の
競
合
と
い
う
テ
ー
マ
に

関
す
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
記
述
と
し
て
、
次
の
箇
所
も
参
照
。M

üller, 
“N

utzen”, pp. 209-213.

（
ア
ー
ヘ
ン
工
科
大
学
教
授
）


