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副
題
に
あ
る
よ
う
に
、
本
書
は
、
宗
教
改
革
の
歴
史
や
そ
の
神

学
に
関
す
る
研
究
書
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
現
代
ド
イ
ツ
に
お

い
て
ル
タ
ー
の
言
葉
と
し
て
広
ま
っ
た
、
以
下
の
よ
う
な
格
言
を

め
ぐ
る
歴
史
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。

「
た
と
え
わ
た
し
が
明
日
世
界
が
滅
び
る
こ
と
を
知
っ
た
と
し

て
も
、
今
日
な
お
わ
た
し
は
わ
た
し
の
り
ん
ご
の
苗
木
を
植
え
る

だ
ろ
う
（„W
enn

ich
w

üßte,daß
m

orgen
die

W
elt

unter-

ginge,w
ürde

ich
heute

noch
m

ein
A

pfelbäum
chen

pflan-

zen.“

）」
と
。

著
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
マ
ン
は
、
ル
タ
ー
神
学
を
研
究

し
て
い
る
専
門
家
で
、
一
九
七
四
年
〜
一
九
九
六
年
に
ヴ
ッ
パ
ー

タ
ー
ル
大
学
に
お
い
て
組
織
神
学
・
歴
史
神
学
を
講
義
し
て
い
た

人
物
で
あ
る
。
著
者
は
文
献
に
よ
る
研
究
だ
け
で
な
く
、
多
く
の

人
々
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
実
施
し
、

さ
ら
に
は
手
紙
や
電
話
に
よ
る
精
力
的
な
情
報
収
集
を
敢
行
し
、

こ
の
言
葉
の
起
源
、
意
味
・
表
現
の
変
化
、
社
会
的
影
響
力
な
ど

に
関
す
る
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
本
書
に
は
、
戦
後
の
ド
イ
ツ
人

が
ど
の
よ
う
な
終
末
観
を
抱
い
た
の
か
、
そ
し
て
こ
の
言
葉
の
流

布
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
克
服
し
て
、
ど
の
よ
う
に
少
し
で
も
前
向

き
に
生
き
よ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本

は
、
あ
る
意
味
で
は
神
学
研
究
者
が
行
っ
た
風
聞
や
噂
の
影
響
力

を
分
析
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
史
や
社
会
思
想
史
と
い
う
カ

マ
ル
テ
ィ
ン
・
シ
ュ
レ
ー
マ
ン
著
／
棟
居
洋
訳

『
ル
タ
ー
の
り
ん
ご
の
木

―
格
言
の
起
源
と
戦
後
ド
イ
ツ
人
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
―
』

野
々
瀬

浩

司
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テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
。
本
書
の
章
立
て
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
が
、
そ
の
全
体
的
構
成
は
、
突
如
挿
入
さ
れ
た
第
五
章
・
第

六
章
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
年
代
順
に
り
ん
ご
の
苗
木
の
言
葉
の
意
味

や
役
割
の
変
遷
に
つ
い
て
、
思
想
史
的
に
叙
述
す
る
形
態
を
と
っ

て
い
る
。

ま
え
が
き

第
一
章

中
心
的
問
い
―
ル
タ
ー
の
り
ん
ご
の
苗
木
の
言
葉
、

そ
の
真
偽
へ
の
問
い

第
二
章

出
現
―
困
難
の
中
に
あ
る
人
び
と
へ
の
慰
め
と
勇
気

づ
け
の
言
葉
（
終
戦
前
か
ら
一
九
四
六
年
ま
で
）

第
三
章

使
用
範
囲
の
一
般
社
会
へ
の
拡
大
―
生
き
残
っ
た
人

び
と
に
と
っ
て
の
希
望
の
し
る
し
（
一
九
五
〇
年
ま

で
）

第
四
章

定
着
し
た
使
用
法
―
確
認
と
同
意
の
文
（
一
九
五
〇

年
代
）

第
五
章

手
が
か
り
を
求
め
て
―
歴
史
的
由
来
に
関
す
る
仮
説

第
六
章

新
作
説
―
似
て
非
な
る
ル
タ
ー
説
、
ル
タ
ー
と
近
代

と
の
関
係

第
七
章

ど
う
い
う
意
味
で
広
く
使
わ
れ
た
の
か
―
将
来
の
言

葉
、
楽
観
主
義
の
慣
用
表
現
、
生
の
象
徴
（
一
九
六

〇
年
代
以
降
）

第
八
章

今
後
は
使
わ
れ
な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
ま
だ
使
わ
れ

る
可
能
性
が
あ
る
の
か

本
書
に
よ
れ
ば
、
こ
の
格
言
の
起
源
は
ル
タ
ー
の
著
作
で
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
ベ
ン
の
敬
虔
主
義

者
、
キ
ケ
ロ
、
ヨ
ハ
ナ
ン
・
ベ
ン
・
ザ
ッ
カ
イ
、
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
・
ラ
ウ
ク
ハ
ル
ト
な
ど
が
候
補
と
し
て
挙

が
っ
た
が
、
実
際
の
作
者
は
未
だ
に
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら

く
一
九
四
〇
年
代
（
ド
イ
ツ
の
敗
戦
直
前
）
に
匿
名
の
人
物
が
、

ル
タ
ー
の
思
想
を
く
み
取
っ
て
、
新
た
に
創
作
し
て
広
め
た
の
で

は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
格
言
を
使
用
す

る
際
の
状
況
と
使
う
人
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
や
意
味
が
変
化
し

た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
教
会
政
治
上
の
勇
気
づ
け
、
精
神
的
慰

め
、
自
然
に
対
し
て
愛
着
を
も
っ
て
接
す
る
た
め
の
行
動
の
指
針
、

キ
リ
ス
ト
教
的
終
末
の
予
兆
、
ス
ト
イ
ッ
ク
な
黙
示
思
想
、
政
治

的
権
限
の
付
与
、
終
末
論
的
倫
理
な
ど
が
表
現
さ
れ
た
。

こ
の
り
ん
ご
の
苗
木
の
言
葉
が
急
速
に
流
布
し
た
の
は
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
ド
イ
ツ
の
敗
戦
直
後
で
は
な

く
一
九
五
〇
年
頃
で
あ
る
。
戦
後
の
復
興
、
朝
鮮
戦
争
、
東
西
冷

戦
の
危
機
、
環
境
問
題
に
対
し
て
も
、
こ
の
言
葉
は
用
い
ら
れ
た
。

史

学

第
八
六
巻

第
三
号

一
二
〇
（
三
一
六
）



次
第
に
り
ん
ご
の
苗
木
の
言
葉
は
、
社
会
の
精
神
的
基
盤
の
基
準

の
一
つ
に
成
長
し
、
つ
い
に
は
市
民
宗
教
（Zivilreligion

）
の

働
き
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
言
葉
の
普
及
範
囲
は
一
旦
狭

ま
っ
た
が
、
一
九
七
〇
年
代
に
生
態
系
の
危
機
が
不
可
避
と
見
ら

れ
る
と
、
再
び
そ
の
使
用
頻
度
は
増
加
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
、

八
〇
年
代
に
そ
の
言
葉
の
使
用
可
能
性
が
、
表
現
・
意
味
・
分
野

に
関
し
て
幅
広
く
拡
大
し
、
様
々
に
組
み
合
わ
さ
れ
た
。
た
だ
し
、

現
代
で
は
そ
の
使
用
頻
度
は
減
少
し
て
い
る
。
時
代
と
と
も
に
り

ん
ご
の
苗
木
の
言
葉
は
、
普
遍
妥
当
性
の
あ
る
も
の
、
公
共
的
な

も
の
、
市
民
宗
教
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
、
特
殊
な
も
の
、
個
人

的
な
も
の
、
私
的
な
も
の
へ
と
使
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
日
本
の

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
人
々
の
間
で
も
、
こ
の
言
葉
は
ル
タ
ー

の
も
の
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
。

本
書
の
魅
力
は
、
強
い
終
末
論
的
世
界
観
を
も
っ
た
こ
の
言
葉

の
含
意
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
、
独
特
な
緊
張
感
に
よ
っ
て
深
め
ら

れ
て
い
る
。
り
ん
ご
の
苗
木
の
言
葉
は
、
た
と
え
現
実
に
世
界
の

滅
亡
と
い
う
絶
望
的
な
状
況
下
に
置
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
希

望
を
も
っ
て
世
俗
の
日
常
生
活
を
、
肯
定
的
に
前
向
き
に
僅
か
で

も
前
進
さ
せ
る
よ
う
に
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
り
ん
ご
の
苗
木

を
植
え
る
と
い
う
行
為
は
、
誰
で
も
可
能
で
、
前
向
き
な
生
き
方

だ
が
、
悲
観
的
な
状
況
で
は
と
て
も
や
る
気
に
は
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
逆
説
的
な
表
現
を
含
ん
で
い
る
が
ゆ
え
に
、

こ
の
言
葉
が
多
く
の
人
々
を
解
放
し
、
力
づ
け
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
本
書
を
読
了
し
た
後
に
、
そ
も
そ
も
現

代
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
ル
タ
ー
と
は
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、

さ
ら
に
は
、
な
ぜ
格
言
の
成
立
の
際
に
り
ん
ご
の
木
が
選
出
さ
れ
、

そ
れ
以
外
の
樹
木
が
選
ば
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
二
つ
の
疑
問

が
湧
い
て
く
る
が
、
そ
れ
は
今
後
の
研
究
課
題
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。（

教
文
館
、
二
〇
一
五
年
、
三
三
二
頁
、
二
七
〇
〇
円
＋
税
）

新
刊
紹
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一
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一
（
三
一
七
）


