
Title 教会を持続させた宗教改革 : 政治思想史的考察
Sub Title Reformers respecting the church : consideration of the early modern political thought
Author 田上, 雅徳(Tanoue, Masanaru)

Publisher 三田史学会
Publication year 2018

Jtitle 史学 (The historical science). Vol.88, No.1 (2018. 12) ,p.133(133)- 148(148) 
JaLC DOI
Abstract
Notes 2017年度三田史学会大会シンポジウム報告 :

シンポジウム「ヨーロッパ宗教改革研究の今日的意義 : 五百周年に寄せて」
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00100104-20181200-

0133

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって
保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or
publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


教
会
を
持
続
さ
せ
た
宗
教
改
革

）

一
三
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一
三
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一
　

歴
史
教
科
書
で
有
名
な
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
て
い
る
シ
リ
ー

ズ
に
『
も
う
い
ち
ど
読
む
』
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。「
高
校

の
教
科
書
を
一
般
読
者
の
た
め
に
書
き
改
め
た
」
と
銘
打
た
れ
て

い
る
シ
リ
ー
ズ
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
、『
日

本
史
』『
世
界
史
』
と
な
ら
ん
で
、『
倫
理
』
が
あ
り
ま
し（
た
）
2

。
手

に
取
っ
て
み
ま
す
と
、
そ
の
第
二
章
は
「
西
洋
の
近
代
思
想
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
第
一
節
「
人
間
の
尊

厳
」
の
第
二
項
が
「
宗
教
改
革
と
信
仰
の
心
」
と
な
っ
て
い
ま（
す
）
3

。

こ
の
宗
教
改
革
の
項
で
は
、「
や
は
り
」
と
い
う
べ
き
か
、
ち
ょ

う
ど
五
〇
〇
年
前
に
宗
教
改
革
運
動
を
開
始
し
た
と
さ
れ
る
、
マ

ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
思
想
の
解
説
に
多
く
の
紙
幅
が
割
か
れ
て

い
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、『
倫
理
』
で
は
ル
タ
ー
の
中
心
的
な
主
張
と
し
て
、

「
人
間
は
み
ず
か
ら
の
善
行
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
罪
を

認
め
、
そ
の
罪
を
も
つ
人
間
に
も
あ
た
え
ら
れ
る
神
の
愛
を
信
じ

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
義
し
い
と
さ
れ
る
」
と
主
張
す
る
「
信
仰

義
認
説
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
論
に
関
係
し
ま
す
の
で
、

や
や
長
く
な
り
ま
す
が
、
以
下
に
引
用
い
た
し
ま
す
。

神
の
前
で
は
、
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
者
は
平
等
で
あ
り
、
聖
職

者
の
身
分
は
必
要
が
な
い
（
万
人
司
祭
）。
ル
タ
ー
は
、
一
人

ひ
と
り
が
聖
書
に
書
か
れ
た
神
の
言
葉
（
福
音
）
を
直
接
に
読

み
、
心
の
中
に
純
粋
な
信
仰
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
（
聖

書
中
心
主
義
）
と
考
え
、
聖
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
に
打
ち
込
ん
だ
。

教
会
を
持
続
さ
せ
た
宗
教
改
革

─
─
政
治
思
想
史
的
考
察（

１
）─

─

田

上

雅

徳

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
改
革
研
究
の
今
日
的
意
義
─
─
五
百
周
年
に
寄
せ
て
─
─
」
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こ
の
よ
う
な
「
信
仰
の
み
」
と
い
う
ル
タ
ー
の
教
え
は
、
人
び

と
の
精
神
を
教
会
の
制
度
や
掟
、
聖
職
者
の
権
威
か
ら
解
放
し
、

信
仰
の
上
で
個
人
の
心
を
尊
重
す
る
個
人
主
義
の
精
神
的
な
支

柱
と
な
っ（
た
）
4

。

　

こ
こ
で
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、「
ル
タ
ー
の
教
え
は
（
中

略
）
信
仰
の
上
で
個
人
の
心
を
尊
重
す
る
個
人
主
義
の
精
神
的
な

支
柱
と
な
っ
た
」
と
い
う
箇
所
で
す
。「
信
仰
の
上
で
」
と
い
う

留
保
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
、
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
の
思
想
と

西
洋
近
代
の
思
想
に
特
有
な
個
人
主
義
と
の
結
び
つ
き
を
指
摘
す

る
記
述
に
な
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
そ
う
で
す
。
人
は
「
私
の
代

わ
り
に
考
え
て
く
れ
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
て
も
（
大
学
教
育
の

現
場
で
は
、
レ
ポ
ー
ト
の
「
コ
ピ
ペ
」
が
よ
く
問
題
に
な
り
ま

す
）、「
私
の
代
わ
り
に
信
じ
て
く
れ
」
と
は
い
え
ま
せ
ん
。「
信

仰
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
考
え
る
」
こ
と
以
上
に
、
ひ
と
り

ひ
と
り
の
個
人
の
責
任
が
前
面
に
出
て
く
る
心
の
働
き
で
あ
る
よ

う
で
す
。
で
す
の
で
、「
信
仰
の
重
視
は
即
、
信
じ
る
主
体
で
あ

る
個
人
の
重
視
を
導
く
」
と
い
う
理
解
に
無
理
は
な
さ
そ
う
で
す
。

　

ま
た
、
引
用
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
「
万
人
司
祭
」
説
と
も

な
る
と
、
そ
れ
を
素
直
に
演
繹
す
れ
ば
、
プ
ロ
の
聖
職
者
と
聖
職

者
を
擁
す
る
教
会
と
が
、
そ
の
存
在
意
義
を
ず
い
ぶ
ん
と
失
う
で

あ
ろ
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。『
倫
理
』
も
、「
ル
タ
ー

の
教
え
は
、
人
び
と
の
精
神
を
教
会
の
制
度
や
掟
、
聖
職
者
の
権

威
か
ら
解
放
し
」
た
と
断
じ
て
い
た
と
お
り
で
す
。

　

や
や
卑
近
に
過
ぎ
る
例
か
ら
話
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、「
宗
教
改
革
は
個
人
主
義
を
生
ん
だ
」

と
い
う
理
解
の
仕
方
は
、
学
校
教
育
で
用
い
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
の

レ
ベ
ル
か
ら
し
て
、
説
得
力
を
も
っ
て
人
び
と
に
信
じ
込
ま
れ
て

き
た
よ
う
だ
。
そ
の
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
た
か
っ
た
次
第
で（
す
）
5

。

二
　

し
か
し
、
周
知
の
通
り
、
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
者
た
ち（
は
）
6

、

既
存
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
批
判
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、「
キ
リ

ス
ト
教
で
は
、
個
人
の
内
面
的
な
信
仰
だ
け
を
大
切
に
す
れ
ば
よ

い
」
と
主
張
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
神
と
人
間
と
が
、

一
対
一
で
真
摯
に
向
き
合
う
。
宗
教
で
は
、
そ
れ
が
大
事
な
の
だ
。

そ
こ
に
組
織
や
制
度
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
入
り
込
む
と
、
宗
教

は
堕
落
し
て
し
ま
う
」
と
訴
え
て
、
宗
教
改
革
者
た
ち
は
教
会
を

否
定
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
『
倫
理
』
か
ら
の
引
用
文
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
一
人
ひ
と
り
が

聖
書
に
書
か
れ
た
神
の
言
葉
（
福
音
）
を
直
接
に
読
み
、
心
の
中

に
純
粋
な
信
仰
を
も
つ
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
と
い
う
、「
聖
書

一
三
四
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五

中
心
主
義
」
を
掲
げ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
す
。
神
の
前

で
は
プ
ロ
の
聖
職
者
も
必
ず
し
も
特
権
的
な
地
位
に
あ
る
わ
け
で

は
な
い
、
と
い
う
「
万
人
司
祭
」
を
唱
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
で
す
。

　

私
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
そ
も
そ
も
共
同
体
形
成
を
強
く
志
向
す

る
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
を
重
ん
じ
る
立
場
に
あ
り
ま
す
が
（
だ
か

ら
こ
そ
、
最
後
に
改
め
て
強
調
す
る
よ
う
に
、
共
同
体
の
形
成
と

維
持
に
こ
れ
ま
た
責
任
を
有
す
る
政
治
と
い
う
営
為
は
、
こ
の
宗

教
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
に
な
る
と
考
え
ま（
す
）
7

）、
ル
タ
ー
に

し
て
も
ジ
ャ
ン
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
し
て
も
改
革
者
た
ち
は
、
当
該

宗
教
の
そ
う
し
た
特
徴
を
忠
実
に
反
映
さ
せ
て
、
個
人
主
義
と
は

一
見
相
容
れ
そ
う
も
な
い
教
会
を
、
や
は
り
持
続
さ
せ
よ
う
と
し

ま
し
た
。

　

教
会
を
持
続
さ
せ
た
、
と
い
う
の
も
マ
イ
ル
ド
に
過
ぎ
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
思
い
起
こ
し
た
い
の
は
、
マ
ッ
ク
ス
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
有
名
な
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資

本
主
義
の
精
神
』
の
最
初
の
方
に
あ
る
記
事
で
す
。

宗
教
改
革
と
い
う
も
の
は
、
人
間
の
生
活
に
対
す
る
教
会
の
支

配
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま
で
の
と
は
別
の
形
式
の

支
配
に
置
き
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

（
現
在
で
は
こ
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
の
で
あ
る
）。
伝
統

的
な
形
式
の
﹇
カ
ト
リ
ッ
ク
﹈
教
会
の
支
配
と
い
う
も
の
は
、

き
わ
め
て
穏
や
か
で
、
ほ
と
ん
ど
気
づ
く
こ
と
も
な
い
、
単
な

る
形
式
的
な
支
配
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
代
わ
っ
て
登
場
し

た
﹇
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
﹈
支
配
は
、
家
庭
内
の
私
的

な
生
活
か
ら
職
業
的
な
公
的
な
生
の
す
べ
て
の
領
域
に
い
た
る

ま
で
、
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
で
最
も
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
信

徒
の
生
活
の
す
べ
て
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
限
り
な
く
厄

介
で
真
剣
な
規
律
を
と
も
な
う
も
の
だ
っ（
た
）
8

。

　

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
い
た
い
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
な
る
ほ
ど
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
い
う
既
存
の
宗
教
共
同
体
の
あ
り
方
に
批
判

の
目
を
向
け
た
改
革
者
た
ち
で
は
あ
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
彼
ら

は
、「
宗
教
生
活
に
お
い
て
教
会
の
有
す
る
意
義
が
大
き
す
ぎ
る

の
は
問
題
だ
」
と
い
っ
た
の
で
は
な
く
、「
教
会
の
有
す
る
意
義

が
小
さ
す
ぎ
る
の
は
問
題
だ
」
と
い
っ
て
、
人
び
と
に
訴
え
か
け

た
わ
け
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
宗
教
生
活
を
個
々
人
の
自
由
裁
量
に
任
せ
る
こ

と
ほ
ど
、
宗
教
改
革
者
の
意
図
か
ら
遠
い
も
の
は
な
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
事
実
、
ル
タ
ー
で
あ
れ
ば
、
後
に
ル

タ
ー
派
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
（
日
本
で
は
「
ル
ー
テ
ル
教



史
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会
」
と
い
う
看
板
を
掲
げ
る
こ
と
に
な
る
）
宗
教
共
同
体
の
形
成

と
維
持
に
、
彼
は
努
力
を
重
ね
て
い
ま
す
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
し
て

も
、「
長
老
派
」
と
か
「
改
革
派
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
、

自
前
の
教
会
の
建
設
に
彼
は
心
血
を
注
ぎ
ま
し（
た
）
9

。

　

で
す
の
で
、
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
運
動
を
「
西
洋
に
お
け
る

個
人
主
義
の
確
立
へ
の
寄
与
」
と
い
う
文
脈
で
と
ら
え
る
の
に
は

慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
は
そ
う
考
え
て
い
ま（
す
）
10

。

三
　

も
っ
と
も
、
一
六
世
紀
宗
教
改
革
が
有
し
て
い
た
（「
個
人
主

義
」
に
代
表
さ
れ
る
）「
近
代
性
」
を
疑
問
に
付
そ
う
と
す
る
立

場
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
も
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、「
な
る
ほ
ど
、
教
会
の
縛
り
か
ら
解
放
さ
れ
た
個
人

と
い
う
も
の
を
、
改
革
者
た
ち
は
直
接
目
指
し
た
わ
け
で
は
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
は
教
会
を
重
ん
じ
た
。
だ
が
、
宗
教
改
革

運
動
の
中
で
理
想
と
さ
れ
た
教
会
の
内
実
を
検
討
す
べ
き
で
は
な

い
の
か
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
は
、『
聖
書
主
義
』
に
も
と

づ
き
、
牧
師
と
い
う
聖
職
者
の
リ
ー
ド
す
る
、
一
人
ひ
と
り
の
信

徒
に
よ
る
聖
書
理
解
が
重
視
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
教
会
の
礼
拝
に

お
い
て
、
説
教
が
重
ん
じ
ら
れ
た
。
言
葉
の
営
み
で
あ
る
説
教
を

通
じ
て
、
個
々
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
知
的
に
自
己
を
陶
冶
し
て
い

き
、
そ
し
て
内
面
を
豊
か
に
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
宗
教
的
営
為

は
、
ず
い
ぶ
ん
と
合
理
的
だ
し
、
そ
の
限
り
で
、
近
代
的
だ
と
い

っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
」。

　

個
人
主
義
的
な
方
向
に
宗
教
の
あ
り
方
の
舵
を
切
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
改
革
者
た
ち
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
宗
教
の
共
同
体

的
次
元
を
重
視
し
た
。
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
で
す
け
ど
、
こ

れ
も
、「
宗
教
改
革
者
た
ち
が
立
ち
上
げ
直
し
た
教
会
は
、
説
教

を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
ひ
と
り
ひ
と
り
が
聴
く
た

め
の
場
だ
っ
た
の
だ
」
と
解
釈
す
れ
ば
、
理
解
で
き
な
く
も
な
さ

そ
う
で
す
。
新
た
に
誕
生
を
見
た
、
メ
ン
バ
ー
の
内
面
的
な
知
性

に
訴
え
か
け
る
宗
教
共
同
体
は
、
そ
れ
以
前
の
、
と
い
う
こ
と
は
、

外
面
的
な
（
言
葉
本
来
の
意
味
で
の
）「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
を

重
ん
じ
る
宗
教
共
同（
体
）
11

と
く
ら
べ
る
と
、
随
分
と
モ
ダ
ン
で
は
な

い
か
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
宗
教
改
革
者
た
ち
が
、
そ
れ
こ
そ
（
知
育
を
主
眼
に

し
た
）「
学
校
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
し
い
教
会（
観
）
12

を
主
唱
し
た
と

も
し
理
解
す
る
な
ら
ば
、
次
の
事
実
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
り

ま
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
歴
史
に
お
い
て
、
と
り
わ
け

中
世
の
教
会
史
に
お
い
て
、
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
、
宗
教

儀
礼
を
重
ん
じ
る
礼
拝
の
あ
り
方
を
、
宗
教
改
革
者
た
ち
も
ま
た

大
事
に
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
少
し
キ
リ
ス
ト
教
神
学

一
三
六
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の
言
葉
に
引
き
つ
け
る
な
ら
、「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
」
を
宗
教
改
革

者
た
ち
が
決
し
て
軽
ん
じ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。「
非

合
理
的
な
儀
礼
は
、
高
度
に
知
的
な
聖
書
解
釈
と
そ
こ
か
ら
生
ま

れ
る
説
教
と
比
べ
て
、
二
義
的
な
意
味
し
か
教
会
の
中
で
も
っ
て

な
い
」、
そ
う
い
う
こ
と
を
一
六
世
紀
の
宗
教
改
革
者
た
ち
は
決

し
て
口
に
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
中
で
も
、「
聖
餐
（
ユ
ー
カ
リ

ス
ト
）」
を
改
革
者
た
ち
が
重
要
視
し
た
こ
と
に
、
特
に
注
意
を

向
け
た
い
。
つ
ま
り
教
会
の
礼
拝
に
お
い
て
な
さ
れ
る
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
で
あ
れ
ば
パ
ン
と
葡
萄
酒
を
教
会
員
た
ち
が
共
に
食
べ

共
に
飲
む
儀
礼
で
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
、「
聖
体
拝
領
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。

　

こ
の
、
古
代
教
会
か
ら
続
く
サ
ク
ラ
メ
ン（
ト
）
13

に
対
す
る
宗
教
改

革
者
た
ち
の
取
り
組
み
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
改
革
者
た
ち
は
、
自

身
の
聖
餐
観
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
そ
れ
と
は
違
う
と
い
う
こ
と
に
、

自
覚
的
で
あ
ろ
う
と
し
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
彼
ら
は
、
儀
礼
と
い
う
も
の
が
多
か
れ
少
な
か
れ
有

す
る
神
秘
性
そ
れ
自
体
を
闇
雲
に
有
り
難
が
ろ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
内
で
の
「
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
」
聖
餐
理
解
に

よ
る
と
、
聖
餐
を
定
め
た
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
「
こ
れ
は
わ
た
し
の

体
で
あ
る
（H

oc est corpus m
eum

.

）」
を
聖
職
者
が
唱
え
る

と
、
教
会
の
祭
壇
に
置
か
れ
た
パ
ン
と
葡
萄
酒
は
、
そ
の
本
質
を

変
化
さ
せ
、
人
間
の
感
覚
に
訴
え
る
「
パ
ン
ら
し
さ
」「
葡
萄
酒

ら
し
さ
」
と
い
う
偶
有
性
は
変
化
し
な
い
が
、
本
質
と
し
て
は
他

な
ら
ぬ
キ
リ
ス
ト
の
肉
体
と
血
に
な
る
、
と
さ
れ
ま
す
。「
化
体

説
（
実
体
変
化
説; transubstantiatio

）」
と
呼
ば
れ
る
説
明
で

す
け
れ
ど（
も
）
14

、
こ
れ
を
ル
タ
ー
は
、
魔
術
的
か
つ
（
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
哲
学
の
影
響
を
受
け
て
）
思
弁
的
に
す
ぎ
る
と
い
っ
て
批
判

し
ま（
す
）
15

。

　

け
れ
ど
も
、
宗
教
改
革
者
た
ち
の
神
学
に
と
っ
て
聖
餐
が
最
重

要
の
論
点
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
好
み
そ
う
な
聖
書
論
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
ま
さ
に
聖
餐
観
を
め
ぐ
っ
て
、
た
と
え
ば
ル
タ
ー
と
フ
ル

ド
リ
ヒ
・
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
は
一
五
二
九
年
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
で
大

論
争
を
行
い
、
そ
し
て
決
裂
し
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
・
ザ
ク
セ
ン
の

宗
教
改
革
者
と
ス
イ
ス
・
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
改
革
者
が
握
手

す
る
こ
と
が
、
単
な
る
神
学
の
レ
ベ
ル
で
だ
け
で
な
く
、
政
治
的

か
つ
軍
事
的
レ
ベ
ル
で
で
も
、
強
力
な
対
カ
ト
リ
ッ
ク
戦
線
の
構

築
に
寄
与
す
る
こ
と
を
、
両
改
革
者
と
も
十
分
に
理
解
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で（
す
）
16

。

　

宗
教
改
革
者
た
ち
が
聖
餐
を
重
視
し
た
例
証
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン

に
も
見
い
だ
せ
ま
す
。
当
時
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
の
生
活
を
規
律

一
三
七
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化
し
た
と
い
わ
れ
る
の
が
、
彼
の
著
し
た
『
教
会
規
則
』
で（
す
）
17

。

教
会
員
と
し
て
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
民
を
縛
り
付
け
た
と
い
う
こ
と

で
、「
悪
名
高
さ
」
の
あ
る
ル
ー
ル
で
す
し
、
事
実
、
そ
れ
が
も

た
ら
す
息
苦
し
さ
に
市
民
た
ち
は
反
発
し
、「
市
民
生
活
に
干
渉

し
て
、
破
門
を
行
う
権
能
を
、
そ
も
そ
も
誰
が
教
会
に
認
め
た
の

か
」
と
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
の
政
府
は
教
会
指
導
者
た
ち
に
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
を
か
け
ま
し
た
。

　

そ
う
し
た
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
『
教
会
規
則
』
で
は
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
主
旨
は
は
っ
き
り
し
て
お
り
、
本
稿
の
文
脈
に
照
ら
し
合
わ

せ
る
と
興
味
深
い
で
す
。
つ
ま
り
、「
な
ぜ
教
会
員
に
、
と
い
う

こ
と
は
市
民
に
、
教
会
の
定
め
た
ル
ー
ル
を
守
っ
て
も
ら
う
必
要

が
あ
る
の
か
」
と
い
う
と
、
そ
れ
は
、
漠
然
と
「
あ
る
べ
き
ク
リ

ス
チ
ャ
ン=

ラ
イ
フ
を
意
識
し
て
も
ら
お
う
」
と
い
う
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、「
教
会
で
な
さ
れ
る
説
教
を
市

民
が
キ
チ
ン
と
聴
く
よ
う
に
、
生
活
を
律
し
て
も
ら
お
う
」
と
い

う
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

一
五
三
七
年
に
出
さ
れ
た
『
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
教
会
規
則
（A

rti-
cles concernant  l’organisation de l’église

）』
の
冒
頭
は
、

次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
と
も
尊
敬
す
べ
き
議
員
各
位
に
。
以
下
の
こ
と
は
確
か
な
こ

と
で
す
。
す
な
わ
ち
、
教
会
と
い
う
も
の
は
、
そ
こ
で
私
た
ち

の
主
の
聖
餐
が
随
時
守
ら
れ
、
こ
れ
に
出
席
が
な
さ
れ
な
い
限

り
、
よ
く
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ（
ん
）
18

。

　

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
改
革
者
は
こ
う
切
り
出
し
た
う
え
で
、「
聖
餐

へ
の
参
加
が
許
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
相
応
の
ク
リ
ス
チ
ャ

ン=

ラ
イ
フ
を
送
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
だ
」
と
続
け
、

そ
し
て
、
教
会
員
の
生
活
に
対
す
る
監
督
と
指
導
を
聖
職
者
た
る

牧
師
と
俗
人
の
代
表
と
が
協
働
し
て
行
う
べ
き
だ
し
、
そ
う
い
う

制
度
が
必
要
だ
と
論
を
進
め
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
消
息
の
も

と
で
芽
生
え
る
の
が
、
こ
れ
も
有
名
な
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
の

長
老
制
度
を
め
ぐ
る
構
想
で（
す
）
19

。
し
か
し
、
本
稿
が
そ
の
こ
と
以

上
に
重
視
し
た
い
の
は
、「
教
会
と
そ
れ
で
な
さ
れ
る
礼
拝
の
中

心
は
、
牧
師
に
よ
る
聖
書
解
説
で
あ
る
説
教
で
あ
る
以
上
に
、
聖

餐
な
の
だ
」
と
訴
え
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
、

儀
礼
に
対
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
強
い
思
い
入
れ
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

四
　

し
か
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
系
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
で
い
う
と
、

一
七
世
紀
と
も
な
る
と
、
聖
餐
の
理
解
に
変
化
が
生
じ
ま
す
。　

「
予
定
説
」
と
い
え
ば
、
こ
れ
も
ま
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
プ
ロ
テ

一
三
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ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
に
お
い
て
最
重

要
視
し
た
概
念
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
論
じ
る
に
あ
た
り
彼
が

「
権
威
の
あ
る
典（
拠
）
20

」
と
し
て
引
用
し
た
の
が
、
一
六
四
七
年
に

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
著
さ
れ
た
『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告

白
』
で
す
。
こ
の
、
英
米
圏
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
に
大
き
な
影
響
を

与
え
る
こ
と
に
な
る
信
仰
告
白
は
第
二
九
章
で
聖
餐
を
論
じ
て
い

ま
す
が
、
そ
こ
で
は
、「
食
べ
る
（eat

）」
と
か
「
飲
む

（drink

）」
と
か
直
接
的
に
身
体
性
を
感
じ
さ
せ
る
表
現
は
見
当

た
り
ま
せ
ん
。
で
は
そ
こ
で
は
聖
餐
が
ど
う
説
明
さ
れ
て
い
る
の

か
と
い
い
ま
す
と
、
聖
餐
と
い
う
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
に
お
い
て
キ
リ

ス
ト
は
「
信
徒
の
信
仰
に
と
っ
て
（to the faith of believ-

ers

）」
存
在
す
る
、
だ
か
ら
こ
れ
を
重
ん
じ
よ
う
、
と
い
う
の

で（
す
）
21

。「
教
会
員
が
飲
食
す
る
パ
ン
と
葡
萄
酒
に
、
イ
エ
ス
・
キ

リ
ス
ト
は
本
当
に
現
臨
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
、
約
百
年
前
に

ル
タ
ー
と
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
が
大
論
争
し
た
問
題
を
、
こ
こ
で
は

「
信
仰
」
と
い
う
人
間
の
内
面
の
働
き
で
処
理
を
図
っ
て
い
る
。

そ
う
受
け
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
聖
餐
の
理
解
で
す
し
、
も
し
か

す
る
と
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
も
馴
染
み
や
す
い
理
解
か
も

し
れ
ま
せ（
ん
）
22

。

　
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
だ
と
さ
れ
た
パ
ン
と
「
キ
リ
ス
ト
の
血
」

だ
と
さ
れ
た
葡
萄
酒
と
を
教
会
員
が
共
に
食
べ
共
に
飲
む
。
そ
し

て
、
そ
こ
で
感
得
さ
れ
る
神
と
人
間
、
お
よ
び
人
間
と
人
間
と
の

「
身
体
的
」「
物
質
的
」
な
ま
じ
わ
り
を
言
祝
ぐ
。
こ
う
し
た
、
特

に
ル
タ
ー
に
み
ら
れ
た
聖
餐
観
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
お

い
て
も
、
時
代
と
共
に
背
後
に
退
き
始
め
ま
す
。
そ
の
代
わ
り
に
、

聖
餐
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
の
正
し
い
理
解
を
重
ん
じ
る
傾
向
が

（
つ
ま
り
、
聖
餐
に
ま
つ
わ
る
「
知
的
」「
精
神
主
義
的
」
次
元
を

強
調
す
る
傾
向
が
）、
徐
々
に
強
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
パ
ン
と
葡

萄
酒
と
い
う
物
質
的
で
「
外
面
」
的
な
も
の
を
媒
介
に
し
て
体
得

さ
れ
る
も
の
の
意
義
は
低
下
し
、
代
わ
り
に
、
パ
ン
や
葡
萄
酒
が

表
現
し
て
い
る
も
の
を
、
頭
や
心
な
ど
「
内
面
」
レ
ベ
ル
で
把
握

す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
。
聖
餐
の
神
学
思
想
を
め
ぐ
っ
て
は
こ

う
し
た
変
化
が
近
代
初
期
に
は
確
認
で
き
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
を
こ
こ
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
身
体
性
の
喪
失
」

と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
、
宗
教
改
革
か
ら
始
ま

っ
た
「
身
体
性
の
喪
失
」
の
政
治
思
想
史
的
意
味
を
考
え
て
み
ま

す
。五

　

思
え
ば
、
西
欧
に
あ
っ
て
、
政
治
共
同
体
と
い
う
非
自
発
的
結

社
は
（
す
な
わ
ち
「
国
家
」
と
呼
ば
れ
る A

nstalt

は）
23
（

）、
も
う

一
三
九
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ひ
と
つ
の
非
自
発
的
結
社
で
あ
る
宗
教
共
同
体
と
（
す
な
わ
ち

「
教
会
」
と
呼
ば
れ
る A

nstalt 

と
）
相
克
関
係
に
置
か
れ
る
な

か
で
、
自
身
の
正
当
性
／
正
統
性
を
確
立
し
て
き
た
と
い
う
経
緯

が
あ
り
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
教
会
と
国
家
の
ど
ち
ら
が
人
び
と
に
対
す
る
裁
判

権
を
有
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
中
世
で
は
大
き

な
論
争
が
あ
り
ま
し
た
。
同
一
人
が
あ
る
場
合
に
は
教
会
法
に
従

い
、
あ
る
場
合
に
は
王
の
法
廷
に
、
あ
る
場
合
に
は
領
主
の
法
廷

に
服
す
る
と
い
う
事
例
は
決
し
て
珍
し
く
な
か
っ（
た
）
24

。
ま
た
、
国

王
と
い
う
存
在
は
そ
も
そ
も
宗
教
的
な
存
在
な
の
か
ど
う
か
。
こ

の
問
題
に
つ
い
て
、
長
ら
く
教
会
の
（
特
に
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
で

あ
る
教
皇
の
）
意
向
を
気
に
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
西
欧
諸
国
の

王
た
ち
は
、
宗
教
に
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
少
な
い
、
自
身
に
対
す

る
説
明
を
探
し
求
め
て
き
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
を
例
に
と
る
な
ら
、

国
王
が
有
す
る
至
上
の
権
能
は
一
三
世
紀
末
ま
で
に
は
、「
旧
来

の
よ
う
に
王
自
身
の
物
質
的
な
力
、
カ
リ
ス
マ
に
で
は
な
く
、
公

共
物
＝
国
家
（res publica

）
に
属
す
る
優
越
的
な
法
に
全
面
的

に
依
拠
す（
る
）
25

」
よ
う
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
す
け
ど
、
い
ず
れ
に

せ
よ
西
欧
世
界
で
は
、
存
在
感
の
強
い
宗
教
共
同
体
が
政
治
に

「
自
分
探
し
」
を
強
い
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

　

だ
と
す
る
な
ら
、
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
い
い
直

せ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
直
前
で
「
存
在
感
の
強
い
宗
教
共
同

体
」
と
述
べ
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
は
単
な

る
連
帯
意
識
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
聖
餐

と
い
う
「
身
体
性
」
に
か
か
わ
る
媒
介
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
日
本
語
で
も
「
同
じ
釜
の
飯
を
食
う
」
と
い
い
ま
す

け
ど
、
飲
食
と
い
う
「
外
面
」
的
に
も
見
て
取
れ
る
モ
ー
メ
ン
ト

を
重
ん
じ
る
の
が
、
こ
の
宗
教
共
同
体
の
特
徴
で（
す
）
26

。
そ
の
意
味

で
教
会
と
は
、
国
家
か
ら
す
れ
ば
、「『
内
面
』
の
管
理
監
督
は
そ

ち
ら
に
任
せ
る
か
ら
、『
外
面
』
の
管
理
監
督
は
こ
ち
ら
に
任
せ

て
く
れ
」
と
ス
キ
ッ
と
い
い
切
れ
る
相
手
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生

身
の
人
間
が
紛
う
こ
と
な
く
帯
び
て
い
る
身
体
性
に
共
に
か
か
わ

り
合
お
う
と
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
政
治
共
同
体
と
宗
教
共
同
体

の
織
り
な
す
相
克
関
係
は
、
西
欧
世
界
に
あ
っ
て
長
く
持
続
し
、

お
互
い
が
お
互
い
の
独
走
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
き
た
と
い
え
ま（
す
）
27

。

　

そ
う
考
え
る
と
、「
政
教
分
離
」
と
い
う
理
念
的
価
値
を
現
代

に
生
き
る
私
た
ち
が
信
じ
て
疑
っ
て
い
な
い
、
そ
の
こ
と
の
意
味

や
問
題
が
改
め
て
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
お
話
か
ら
理
解
し
て
頂
け
る
と
思
い
ま
す

が
、
政
治
と
宗
教
が
そ
も
そ
も
「
分
離
」
可
能
と
な
る
た
め
に
は

（
少
な
く
と
も
、
分
離
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
た
め
に
は
）、
西
欧
に

根
付
い
て
き
た
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
の
意
味
が
、
あ
る
時
点
で



教
会
を
持
続
さ
せ
た
宗
教
改
革

）

一
四
一　
（
一
四
一

大
き
く
変
化
し
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
い

う
変
化
が
（
す
な
わ
ち
、
単
に
宗
派
が
複
数
化
し
た
と
い
う
よ
う

な
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
か
か
わ
る
状
況
の
変
化
で
は
な
く
、
西
欧

人
の
生
活
に
と
っ
て
宗
教
が
有
し
て
い
た
意
味
そ
れ
自
体
の
変
化

が
）
始
ま
っ
た
時
点
。
そ
れ
が
、
他
な
ら
ぬ
宗
教
改
革
期
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

つ
ま
り
、
一
六
世
紀
を
境
に
し
て
、
宗
教
が
専
ら
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
人
間
の
内
面
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
変
化
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し

て
き
た
聖
餐
論
の
推
移
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
身
体
性
に

対
す
る
感
覚
を
（
特
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
）
キ
リ
ス
ト
教
が
弱

め
て
い
く
の
と
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
、（
そ
れ
を
良
心
と
呼

ぶ
に
せ
よ
）
内
面
な
る
も
の
が
単
独
で
肥
大
化
し
て
い
っ
た
こ
と

に
も
由
来
し
て
い
た
。
そ
う
い
っ
て
よ
い
か
と
思
い
ま（
す
）
28

。

　

で
は
、
こ
こ
で
い
う
宗
教
の
意
味
の
変
化
は
、
西
欧
の
政
治
思

想
史
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
。「
政
治
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
超
歴
史
的
な
現
象
と
し
て
の
宗
教
は
、
西
洋
近
代
の
創
造

物
で
あ
り
、
そ
れ
は
﹇
政
治
権
力
の
側
が
﹈
教
会
を
飼
い
慣
ら
す

た
め
の
概
念
で
あ（
る
）
29

」
と
い
う
現
代
の
政
治
神
学
者
の
命
題
に
導

か
れ
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
回
答
を
寄
せ
る
こ
と
で
、
本
日
の
議

論
の
着
地
を
図
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
、
一
七
世
紀
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派

教
会
が
生
み
出
し
た
信
仰
告
白
を
例
に
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
実

際
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
時
間
の
経
過
と
共
に
、
人
び
と
の

内
面
に
あ
る
意
識
に
働
き
か
け
る
（
説
教
中
心
の
）
い
わ
ば
「
言

葉
の
宗
教
」
と
し
て
の
性
格
を
徐
々
に
強
め
て
い
き
ま
す
。

　

け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
逆
か
ら
い
う
と
、
政
治
の
論
理
が

（
す
な
わ
ち
、「
外
面
に
現
れ
出
る
行
動
だ
け
を
規
制
す
る
」
と
称

し
て
宗
教
と
「
領
域
不
可
侵
条
約
」
を
結
ん
だ
は
ず
の
政
治
の
論

理
が
）、「
外
面
を
通
じ
て
内
面
も
」
規
制
で
き
る
可
能
性
を
、
以

前
に
も
増
し
て
高
め
た
こ
と
を
意
味
し
ま
し
た
。
ル
タ
ー
派
に
し

て
も
、
一
五
二
五
年
以
降
に
は
「
領
邦
君
主
の
教
会
統
治
に
対
し

て
、
自
律
的
な
教
会
政
治
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ（
た
）
30

」
と

い
い
ま
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
儀
礼
や
組
織
制
度
な
ど
外
面
に
現
れ
出
る
媒
介
を

経
な
い
内
面
性
を
尊
ぶ
宗
教
は
、
ま
さ
に
個
々
人
の
内
面
に
由
来

す
る
（
実
存
的
か
つ
「
意
識
の
高
い
」）
政
治
批
判
の
苗
床
た
り

得
ま
す
。
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
政
治
思
想
史
家
は
、「
キ
リ
ス
ト

の
神
秘
的
な
体
に
参
与
す
る
こ
と
を
論
じ
て
き
た
神
学
は
、
個
々

人
の
意
志
に
も
と
づ
く
共
同
体
形
成
を
強
調
す
る
神
学
に
道
を
譲

っ
た
」
と
近
代
初
期
に
お
け
る
神
学
思
想
の
変
遷
を
整
理
し
た
上

で
、
そ
れ
と
連
動
す
る
仕
方
で
西
欧
の
政
治
思
想
の
ラ
イ
ト
モ



史
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チ
ー
フ
に
も
変
化
が
生
じ
た
と
指
摘
し
ま
す
。
そ
の
変
化
と
は

「
神
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
現
実
性
に
参
与
す
る
こ
と
は
、
個
々

人
の
同
意
に
も
と
づ
き
人
間
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
現
実
性
に
参

与
す
る
こ
と
へ
と
、
取
っ
て
代
わ
ら
れ
始
め（
た
）
31

」
と
い
う
も
の
で

す
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
の
指
摘
は
そ
の
ま
ま
、
政
治
思
想
史
に
お

い
て
近
代
社
会
契
約
説
が
台
頭
す
る
背
景
説
明
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
こ
の
と
き
、
教
会
と
い
う
非
自
発
的
結
社
が
国
家
と
い

う
非
自
発
的
結
社
と
向
き
合
う
中
で
後
者
を
対
象
化
す
る
こ
と
は
、

往
時
と
比
べ
る
と
間
違
い
な
く
期
待
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

共
同
体
を
前
提
と
し
た
宗
教
生
活
を
送
る
、
そ
の
こ
と
自
体
が
す

で
に
政
治
的
な
「
構
え
（
ハ
ビ
ト
ゥ
ス
）」
た
り
得
た
時
代
は
、

遠
く
な
り
始
め
ま
し
た
。

　

そ
の
意
味
で
は
、
教
会
で
な
さ
れ
る
聖
餐
と
い
う
儀
礼
に
こ
だ

わ
り
続
け
、
宗
教
的
営
為
の
外
面
性
を
軽
視
し
な
か
っ
た
一
六
世

紀
の
宗
教
改
革
者
た
ち
は
、
西
欧
政
治
思
想
史
に
お
け
る
「
長
い

中
世
」
の
最
後
に
改
め（
て
）
32

位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

註（1
）　

本
稿
は
、
二
〇
一
七
年
六
月
二
四
日
に
行
わ
れ
た
三
田
史
学
会

大
会
に
お
け
る
報
告
を
も
と
に
し
て
い
る
。
本
誌
に
寄
せ
る
に
際

し
て
は
、
体
裁
を
最
低
で
も
論
文
調
に
あ
ら
た
め
る
こ
と
を
当
然

の
こ
と
な
が
ら
検
討
し
た
。
し
か
し
諸
事
情
か
ら
そ
れ
を
断
念
し
、

大
会
当
日
に
用
意
し
た
報
告
原
稿
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
、
脚
注

を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
責
を
果
た
し
た
い
。
内
容
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
他
の
論
文
と
の
ス
タ
イ
ル
の
違
い
が
誌
面
で
浮
か
び
上
が

る
こ
と
に
な
り
、
当
該
大
会
で
共
に
報
告
を
行
っ
た
森
田
安
一
先

生
、
西
村
杉
子
先
生
、
お
よ
び
登
壇
を
呼
び
か
け
て
下
さ
っ
た

野
々
瀬
浩
司
先
生
に
は
申
し
訳
な
い
気
持
ち
で
一
杯
で
あ
る
。
こ

の
点
、
あ
ら
か
じ
め
お
詫
び
と
説
明
を
行
っ
て
お
く
。

（
2
）　

小
寺
聡
編
『
も
う
い
ち
ど
読
む　

山
川
倫
理
』（
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
一
年
）。
以
下
、『
倫
理
』
と
略
記
す
る
。

（
3
）　

も
う
少
し
詳
し
く
紹
介
す
る
と
、
当
該
節
の
第
一
項
は
「
ル
ネ

サ
ン
ス
と
近
代
的
人
間
像
」
と
い
う
も
の
で
、「
あ
り
の
ま
ま
の
人

間
を
描
く
」
と
い
う
小
見
出
し
の
も
と
で
ダ
ン
テ
や
ペ
ト
ラ
ル
カ

が
、
ま
た
、「
万
能
人
の
理
想
」
と
い
う
小
見
出
し
の
も
と
で
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や
ダ=

ヴ
ィ
ン
チ
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

次
に
宗
教
改
革
の
項
が
続
く
わ
け
だ
が
、
こ
こ
か
ら
、
ル
ネ
サ
ン

ス
と
宗
教
改
革
の
西
洋
（
倫
理
）
思
想
史
に
お
け
る
強
い
関
連
性

が
、
編
者
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
も

ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
意
識
は
常
識
の
部
類
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

だ
と
す
る
な
ら
ば
、
本
稿
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
を
共
に

近
現
代
史
の
幕
開
け
に
据
え
さ
せ
て
き
た
理
由
や
動
機
が
妥
当
な

も
の
か
ど
う
か
を
問
い
つ
つ
、
こ
こ
で
の
理
由
や
動
機
が
近
現
代

人
の
政
治
理
解
に
い
か
な
る
特
徴
を
付
与
し
、
と
同
時
に
、
何
を

見
失
わ
せ
た
の
か
を
再
考
す
る
企
て
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

（
4
）　
『
倫
理
』
八
九
頁
。

（
5
）　

問
題
の
所
在
を
示
す
べ
く
、
高
校
の
社
会
科
科
目
「
倫
理
」
に
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お
い
て
宗
教
改
革
の
意
義
が
ど
う
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
を
述
べ

て
き
た
。
ち
な
み
に
同
科
目
「
世
界
史
」
も
事
情
は
似
て
い
る
よ

う
で
、
少
し
詳
し
い
学
習
参
考
書
で
は
「
万
人
司
祭
説
で
は
教
会

が
要
ら
な
く
な
る
」
と
の
踏
み
込
ん
だ
解
説
を
行
う
も
の
も
あ
る
。

こ
う
し
た
、
個
人
主
義
に
引
き
付
け
た
宗
教
の
評
価
と
公
教
育
と

の
関
連
で
触
れ
て
お
く
な
ら
、
藤
原
聖
子
は
、「
戦
後
の
教
育
界
に

と
っ
て
違
和
感
の
な
い
種
類
の
価
値
」
の
み
を
既
存
の
宗
教
か
ら

取
り
出
し
、
そ
れ
を
「
教
え
込
も
う
と
し
て
き
た
」
日
本
の
学
校

に
お
け
る
宗
教
教
育
の
実
態
を
問
題
あ
り
と
し
て
い
る
。
藤
原
聖

子
『
教
科
書
の
中
の
宗
教
―
―
こ
の
奇
妙
な
実
態
』（
岩
波
新
書
、

二
〇
一
一
年
）、
一
八
九
頁
。

（
6
）　

以
降
、「
宗
教
改
革
者
（
た
ち
）」「
改
革
者
（
た
ち
）」
と
本
稿

が
記
す
と
き
、
そ
れ
ら
は
一
六
世
紀
に
活
躍
し
た
（
急
進
派
を
除

く
）
宗
教
改
革
者
た
ち
を
指
す
も
の
と
す
る
。
こ
れ
は
、
後
に
述

べ
る
よ
う
に
、
ル
タ
ー
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
か
ら
百
年
も
経
た
な
い
う

ち
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
中
で
生
じ
る
こ
と
に
な
る
神

学
思
想
上
の
変
化
を
意
識
し
て
の
措
置
で
あ
る
。

（
7
）　

拙
稿
「
教
会
」
古
賀
敬
太
編
『
政
治
概
念
の
歴
史
的
展
開　

第

八
巻
』（
晃
洋
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
を
参
照
。

（
8
）　

マ
ッ
ク
ス･

ウ
ェ
ー
バ
ー
著
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫

理
と
資
本
主
義
の
精
神
』（
中
山
元
訳
、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
〇

年
）
一
一
〜
一
二
頁
。
な
お
、﹇　

﹈
内
は
訳
者
に
よ
る
補
足
。

（
9
）　

教
会
建
設
に
対
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
熱
意
は
、
彼
の
活
動
拠
点

で
あ
る
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
市
の
政
府
に
権
限
の
低
下
を
危
惧
さ
せ
、
ア

ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
さ
え
い
え
る
拒
否
反
応
を
引
き
起
こ
す

ほ
ど
の
も
の
だ
っ
た
。
出
村
彰
は
そ
う
し
た
事
情
を
次
の
よ
う
に

ま
と
め
る
。「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
現
状
に
お
い
て
、
市
政
府
が
恐
れ
て

い
た
も
の
、
そ
の
再
現
の
防
止
の
た
め
に
は
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
惜

し
ま
な
か
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
教
皇
主
義
者
、
教
会
法
学
者
ら
の

主
張
し
て
止
ま
な
か
っ
た
教
皇
権
の
皇
帝
権
に
対
す
る
優
位
、
一

言
に
し
て
聖
職
者
支
配
で
あ
っ
た
。」
出
村
彰
『
ス
イ
ス
宗
教
改
革

史
研
究
』（
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
一
九
七
一
年
）
二
八
八
頁
。

ま
た
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
所
説
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン

時
代
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
い
て
は
、
毎
年
人
口
の
六
パ
ー
セ
ン
ト

が
（
特
に
家
庭
生
活
に
か
か
わ
る
）
疑
義
に
つ
い
て
申
し
開
き
を

す
る
よ
う
、
教
会
の
役
員
会
（
後
述
す
る
「
長
老
会
」）
に
出
頭
を

命
じ
ら
れ
て
い
た
。Robert M

.K
ingdon; ‘D

e kerk en de 
overheid,’ in H

erm
an J. Selderhuis 

（red.

）; Calvijn H
and-

boek 

（U
itgeverij K

ok, K
am

pen, T
he N

etherlands, 2008

）, 
p.  401 

を
参
照
。

（
10
）　

戦
後
日
本
の
社
会
科
学
に
（
特
に
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年

代
に
か
け
て
の
そ
れ
に
）
ア
メ
リ
カ
社
会
学
は
大
き
な
影
響
を
与

え
た
が
、
そ
の
代
表
者
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
（T

alcott 
Parsons; 

一
九
〇
二
〜
一
九
七
九
）
も
最
晩
年
の
著
作
『
行
為
理

論
と
人
間
の
条
件
』（A

ction T
heory and the H

um
an Con-

dition

）
に
お
い
て
、「
個
人
の
魂
は
信
仰
を
と
お
し
て
恩
寵
を
得

よ
う
と
神
と
直
接
関
係
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
人
間
の
執

行
す
る
あ
ら
ゆ
る
儀
式
は
神
に
よ
る
恩
寵
の
施
し
の
仲
介
と
み
な

さ
れ
な
く
な
っ
た
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
宗
教
改
革
の
意
義
を
要

約
し
て
い
る
。
タ
ル
コ
ッ
ト
・
パ
ー
ソ
ン
ズ
『
宗
教
の
社
会
学　

行
為
理
論
と
人
間
の
条
件　

第
三
部
』（
富
永
健
一
・
徳
安
彰
・
挟

本
佳
代
・
油
井
清
光
・
佐
藤
成
基
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
二



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
一
号

）

一
四
四　
（
一
四
四

年
）
四
七
頁
お
よ
び 

ⅱ-

ⅲ
を
参
照
。
こ
こ
で
パ
ー
ソ
ン
ズ
は
特

に
、
個
人
主
義
の
確
立
と
教
会
に
お
け
る
儀
礼
の
意
義
の
低
下
と

の
関
連
性
に
注
目
し
て
い
る
が
、
こ
の
関
連
性
が
内
包
す
る
問
題

は
本
稿
の
後
半
で
掘
り
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
11
）　

山
内
志
朗
は
「
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
パ
ン
＝
キ
リ
ス
ト
の
身
体

の
一
部
、
四
肢
（m

em
bra

）
を
い
た
だ
く
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト

の
身
体
＝
教
会
の
一
員
（m

em
bra

）
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
英
語
で
メ
ン
バ
ー
と
い
う
と
「
一
員
」
の
意
味
と
「
四
肢
、

か
ら
だ
の
一
部
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
背

景
に
は
こ
う
い
う
理
由
が
あ
っ
た
の
で
す
」
と
述
べ
て
、
イ
エ
ス

の
血
肉
だ
と
さ
れ
た
葡
萄
酒
と
パ
ン
を
教
会
員
が
共
飲
共
食
す
る

聖
餐
／
聖
体
拝
領
と
い
う
儀
礼
が
西
欧
中
世
の
宗
教
生
活
に
お
い

て
有
し
て
い
た
意
義
を
指
摘
す
る
。
山
内
志
朗
『
感
じ
る
ス
コ
ラ

哲
学
―
―
存
在
と
神
を
味
わ
っ
た
中
世
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
六
年
）
七
二
〜
七
三
頁
。

（
12
）　

こ
の
論
点
は
、
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
理
解
に
つ
い
て
も

重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
現
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
に
よ

る
次
の
問
題
提
起
を
見
よ
。「
日
本
最
初
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会

で
あ
る
横
浜
公
会
が
「
講
義
所
」
と
し
て
始
ま
っ
た
こ
と
が
象
徴

し
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
に
と
っ
て
礼

拝
は
、
聖
餐
に
あ
ず
か
る
場
で
あ
る
よ
り
は
説
教
を
聞
き
に
い
く

場
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。」
藤
井
創
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
の
復
活

―
―
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
宣
教
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
」
新
教

出
版
社
編
集
部
編
『
宗
教
改
革
と
現
代　

改
革
者
た
ち
の
五
〇
〇

年
と
こ
れ
か
ら
』（
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
七
年
）
一
二
〇
頁
。

（
13
）　
「
地
方
教
会
の
物
事
を
規
定
す
る
ル
ー
ル
を
最
初
期
に
体
系
化

し
た
キ
リ
ス
ト
教
著
作
は
、『
デ
ィ
ダ
ケ
ー
』、
ま
た
の
名
を
『
一

二
使
徒
の
教
え
』
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
は
、
教
会

の
秩
序
に
関
す
る
一
種
の
手
引
書
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
二
世
紀
初

め
の
シ
リ
ア
で
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。（
中
略
）『
デ
ィ

ダ
ケ
ー
』
に
お
い
て
は
、
洗
礼
を
受
け
た
者
だ
け
が
聖
体
の
食
卓

に
あ
ず
か
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。（
中
略
）
聖
体
拝
領
は

「
主
の
日
ご
と
に
」
祝
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
信
徒
は
聖
体
拝
領
に

あ
ず
か
る
前
に
、「
供
え
物
」
に
け
が
れ
の
な
い
よ
う
、
各
自
の
罪

を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
ロ
バ
ー
ト
・
ル
イ
ス
・
ウ
ィ
ル

ケ
ン
『
キ
リ
ス
ト
教
一
千
年
史　

上
』（
大
谷
哲
・
小
坂
俊
介
・
津

田
拓
郎
・
青
柳
寛
俊
訳
、
白
水
社
、
二
〇
一
六
年
）
二
七
六
〜
二

七
七
頁
。

（
14
）　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
今
日
も
こ
の
立
場
を
採
用
す
る
。
ヨ
ハ

ネ
・
パ
ウ
ロ
二
世
が
任
命
し
た
編
纂
委
員
会
に
よ
っ
て
一
九
九
七

年
に
完
成
さ
れ
た
（
規
範
版
）
カ
テ
キ
ズ
ム
に
あ
る
命
題
は
次
の

通
り
。「
聖
別
に
よ
っ
て
、
パ
ン
と
ぶ
ど
う
酒
の
実
体
は
キ
リ
ス
ト

の
か
ら
だ
と
血
の
実
体
に
変
わ
り
ま
す
。
聖
別
さ
れ
た
パ
ン
と
ぶ

ど
う
酒
の
形
態
の
も
と
に
、
生
き
て
お
ら
れ
る
栄
光
の
キ
リ
ス
ト

ご
自
身
が
真
に
、
現
実
に
、
実
体
的
に
、
か
ら
だ
と
血
、
霊
魂
と

神
性
と
も
ど
も
現
存
さ
れ
ま
す
。」
日
本
カ
ト
リ
ッ
ク
司
教
協
議
会

教
理
委
員
会
訳
・
監
修
『
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
カ
テ
キ
ズ
ム
』（
カ

ト
リ
ッ
ク
中
央
評
議
会
、
二
〇
〇
二
年
）
四
二
九
頁
。

（
15
）　
「
ル
タ
ー
の
宗
教
的
見
解
は
、
聖
な
る
力
を
操
る
と
い
う
教
会

の
主
張
に
つ
い
て
同
世
代
の
多
く
の
人
々
が
感
じ
て
い
た
強
い
懐

疑
に
、
つ
ま
り
は
、
仮
体
説
教
義
に
ま
す
ま
す
向
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
た
不
安
に
ほ
ぼ
確
実
に
影
響
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
懐



教
会
を
持
続
さ
せ
た
宗
教
改
革

）

一
四
五　
（
一
四
五

疑
は
ま
た
唯
名
論
の
強
い
流
れ
に
影
響
さ
れ
て
い
た
。
中
世
末
期

の
哲
学
で
あ
る
唯
名
論
は
普
遍
の
実
在
を
否
定
し
、
神
の
神
秘
性

と
専
断
を
強
調
し
、
人
間
の
理
性
の
力
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
の

信
念
の
一
つ
の
帰
結
は
魔
術
的
な
、
完
全
な
秘
蹟
的
な
世
界
へ
の

信
仰
の
土
台
を
掘
り
崩
す
こ
と
だ
っ
た
。」
Ｒ
・
Ｗ
・ 

ス
ク
リ
ブ

ナ
ー
、
Ｃ
・ 
ス
コ
ッ
ト=

デ
ィ
ク
ス
ン
著
『
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
』

（
森
田
安
一
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
）
一
八
頁
。
ま
た
、
ル

タ
ー
は
一
五
二
〇
年
の
時
点
で
『
教
会
の
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
に
つ
い

て
』
に
お
い
て
喝
破
す
る
、「
実
体
変
化
が
神
の
力
に
よ
っ
て
起
こ

る
と
考
え
る
必
然
性
は
ど
こ
に
も
な
く
、
そ
れ
は
人
間
の
意
見
の

一
つ
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。（
中
略
）
こ
の
三
〇
〇
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に

実
体
変
化
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
偽
哲
学
が
教
会
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、

そ
の
あ
い
だ
に
多
く
の
過
ち
が
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。」

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
『
宗
教
改
革
三
大
文
書　

付
「
九
五
箇
条

の
提
題
」』（
深
井
智
朗
訳
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
七
年
）

二
一
六
〜
二
一
七
頁
。

（
16
）　

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
会
議
で
明
ら
か
に
な
っ
た
宗
教
改
革
陣
営
内
の

聖
餐
観
の
相
違
が
、
一
五
三
〇
年
代
、
ス
イ
ス
を
除
く
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
内
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
連
携
に
帰
結
す
る
経
緯
を

政
治
史
と
絡
め
て
描
い
た
も
の
と
し
て
は
、
野
々
瀬
浩
司
「
ル

タ
ー
派
の
形
成
過
程
に
お
け
る
連
携
と
断
絶
―
―
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ

派
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」
森
田
安
一
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教

改
革
の
連
携
と
断
絶
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）
を
参
照
。
ま
た
、

こ
こ
で
の
神
学
思
想
の
差
異
と
、
そ
の
政
治
思
想
的
意
味
に
つ
い

て
は
、
拙
稿
「
ル
タ
ー
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
―
―
近
代
初
期
に
お
け
る

身
体
性
の
政
治
神
学
」
川
出
良
枝
責
任
編
集
『
岩
波
講
座　

政
治

哲
学
一　

主
権
と
自
由
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
を
参
照
。

（
17
）　

カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
展
開
し
た
宗
教
生
活
面
に
お
け

る
規
律
化
と
そ
の
世
俗
生
活
面
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、Philip S. 

Gorski; T
he D

isciplinary R
evolution: Calvinism

 and the 
R
ise of the State in E

arly M
odern E

urope 

（U
niversity of 

Chicago Press, Chicago, 2003

） 

を
参
照
。

（
18
）　P. Barth &

 W
. N

iesel 

（H
g.

）; Joannis Calvini O
pera 

Selecta, vol. I 

（Chr.K
aiser V

erlag, M
ünchen, 1951

）, p. 
369.

（
19
）　

信
徒
の
代
表
が
長
老
と
し
て
、
聖
職
者
た
る
牧
師
と
協
力
し
な

が
ら
各
教
会
の
管
理
監
督
を
務
め
る
。
こ
の
こ
と
を
も
っ
て
カ
ル

ヴ
ァ
ン
派
教
会
の
長
老
制
と
見
な
す
理
解
が
、
学
校
教
科
書
の
レ

ベ
ル
で
も
根
強
い
。
だ
が
、
管
見
の
限
り
で
は
、
信
徒
の
代
表
と

聖
職
者
と
の
協
働
は
今
日
、
宗
派
を
問
わ
ず
ほ
と
ん
ど
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
教
会
で
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
渡
辺
信
夫
は

「「
長
老
制
」
と
は
レ
ー
マ
ン
の
長
老
職
を
立
て
る
こ
と
で
あ
り
、

「
長
老
主
義
」
と
は
牧
師
職
だ
け
で
な
く
長
老
職
を
中
心
に
す
る
体

制
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
全
く

の
誤
解
で
す
」
と
断
じ
た
上
で
、「「
長
老
制
」
と
い
う
訳
語
が
適

切
か
ど
う
か
は
問
題
で
す
。
各
個
教
会
の
長
老
は
エ
ル
ダ
ー
と
い

う
の
で
す
が
、
エ
ル
ダ
ー
主
義
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
」
と
、
論
を
展
開
す
る
。
渡
辺
信
夫
「
教
会
の
会
議
を
カ
ル
ヴ

ァ
ン
は
ど
う
考
え
た
か
（
一
）」『
季
刊　

教
会
（N

o.  23

）』（
日

本
基
督
教
団 

改
革
長
老
協
議
会
、
一
九
九
六
年
五
月
）
一
〇
頁
。

し
た
が
っ
て
長
老
制
を
論
じ
る
に
際
し
て
は
、
聖
俗
協
働
と
い
う



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
一
号

）

一
四
六　
（
一
四
六

側
面
だ
け
で
は
な
く
、
も
う
ひ
と
つ
、
宗
派
全
体
と
各
地
の
教
会

と
の
階
層
秩
序
的
な
関
係
と
い
う
側
面
が
、
よ
り
強
調
さ
れ
て
然

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
下
の
記
述
は
入
門
書
か
ら
の
も
の
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
こ
の
点
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
。「
長
老
制
の
特
色

は
、
段
階
的
な
合
議
制
に
あ
り
ま
す
。
個
々
の
教
会
の
長
老
会
は

「
小
会
」
と
も
呼
ば
れ
、
当
然
な
が
ら
そ
の
教
会
自
体
に
関
わ
る
事

柄
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
、
同
じ
地
区
に
あ
る
長

老
制
の
諸
教
会
が
あ
る
種
の
教
区
を
構
成
し
て
、
牧
師
の
任
免
な

ど
、
地
区
全
体
の
問
題
に
つ
い
て
協
議
し
ま
す
。
こ
れ
を
「
中

会
」（
英
語
で
は
「
プ
レ
ス
ビ
テ
リ
ー
」）
と
言
い
、
各
小
会
か
ら

委
員
が
派
遣
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
全
国
規
模
で
「
大
会
」
が
構
成

さ
れ
、
各
中
会
か
ら
選
ば
れ
た
委
員
に
よ
っ
て
、
基
本
的
な
教
義
、

使
用
す
る
聖
書
や
信
条
の
採
否
、
他
教
会
と
の
関
係
な
ど
、
教
会

全
体
に
関
わ
る
事
項
が
協
議
さ
れ
ま
す
。
基
本
的
に
は
、
上
位
の

会
議
体
の
意
思
決
定
が
下
位
の
会
議
体
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。（
中
略
）
こ
う
す
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
司
教
制

度
に
対
抗
で
き
る
よ
う
な
し
っ
か
り
し
た
組
織
が
で
き
、
し
か
も

カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
皇
制
や
司
教
制
の
場
合
の
よ
う
に
個
人
の
意
思

が
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
な
く
、
会
議
に
よ
る
公
正
な
意
見
の
集

約
が
可
能
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
す
。」
山
我
哲
雄
『
キ
リ
ス
ト
教

入
門
』（
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
一
九
四
〜
一
九
五

頁
。
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
方
で
は
教
会
論
的
に
、

「（
複
数
の
各
個
教
会
を
包
含
す
る
）
宗
派
／
デ
ノ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン

を
前
提
と
し
な
い
単
立
の
長
老
教
会
な
る
も
の
が
、
そ
も
そ
も
あ

り
得
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
で

は
、
山
我
い
う
と
こ
ろ
の
「
し
っ
か
り
し
た
組
織
」
を
有
し
て
い

た
か
ら
こ
そ
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
教
会
は
た
と
え
ば
一
六
世
紀
後
半
の

フ
ラ
ン
ス
で
（
カ
ト
リ
ッ
ク
）
王
権
に
対
す
る
執
拗
な
抵
抗
を
持

続
し
得
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
政
治
史
的
問
題
を
立
て
る
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

（
20
）　

ウ
ェ
ー
バ
ー
前
掲
書
、
一
九
五
頁
。
同
頁
で
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
次

の
よ
う
に
も
述
べ
る
。「
独
立
派
や
バ
プ
テ
ス
ト
派
の
信
仰
告
白
は
、

予
定
説
に
か
ん
し
て
は
こ
れ
を
反
復
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
」。

（
21
）　‘T

he W
estm

inster Confession of Faith,’ in Phillip 
Schaff 

（ed.

）; T
he Creeds of Christendom

, vol. 3, 6th ed. 

（Baker Books, Grand Rapids, M
ich., 1998 repr.

）, pp. 663-
667.

（
22
）　

同
時
代
の
英
国
国
教
会
が
採
用
し
て
い
た
聖
餐
論
よ
り
も
、

『
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
信
仰
告
白
』
の
そ
れ
が
カ
ル
ヴ
ァ
ン
的
な

性
格
を
弱
め
て
し
ま
い
、
む
し
ろ
後
者
は
（
パ
ン
と
葡
萄
酒
を
、

キ
リ
ス
ト
の
体
と
血
の signum

 

と
見
な
す
「
象
徴
説
」
を
唱
え

た
）
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
に
接
近
し
た
、
と
の
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を

寄
せ
る
論
者
も
い
る
。Brian A

.Gerrish; ‘T
he Lord’s Supper 

in the Reform
ed Confessions,’in D

onald K
.M

cK
im

 

（ed.

）; 
M
ajor T

hem
es in the R

eform
ed T

radition 

（W
illiam

 B. 
Eerdm

ans Publishing Com
pany, Grand Rapids, M

ich., 
1992

）, p.  252 

を
参
照
。

（
23
）　
「
意
志
に
よ
ら
ず
に
、
た
と
え
ば
生
ま
れ
に
よ
っ
て
所
属
が
決

定
さ
れ
、
行
為
を
規
制
す
る
規
則
と
強
制
装
置
が
ア
ン
シ
ュ
タ
ル

ト
で
あ
る
。
西
洋
の
社
会
で
は
国
家
と
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
が
二

つ
の
代
表
的
な
ア
ン
シ
ュ
タ
ル
ト
と
な
る
。」
マ
ッ
ク
ス･

ウ
ェ
ー

バ
ー
『
世
界
宗
教
の
経
済
倫
理　

比
較
宗
教
社
会
学
の
試
み　

序



教
会
を
持
続
さ
せ
た
宗
教
改
革

）

一
四
七　
（
一
四
七

論
・
中
間
考
察
』（
中
山
元
訳
、
日
経
Ｂ
Ｐ
社
、
二
〇
一
七
年
）
五

三
頁
。
な
お
、
本
引
用
は
訳
者
に
よ
る
脚
注
の
部
分
で
あ
る
。

（
24
）　H

arold J. Berm
an; Faith and O

rder, T
he R

econcilia-
tion of Law

 and R
eligion 

（W
illiam

 B. Eerdm
ans Publish-

ing C
om

pany, 2000, K
indle version, retrieved from

 
A

m
azon.com

）, Chapter 2, para.  18 

を
参
照
。

（
25
）　

渡
辺
節
夫
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
王
祭
祀
と
聖
性
」
水
林

彪
・
金
子
修
一
・
渡
辺
節
夫
編
『
王
権
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』（
弘
文

堂
、
一
九
九
八
年
）
二
六
六
頁
。

（
26
）　

最
初
期
の
教
会
で
は
、
聖
餐
は
、
通
常
の
会
食
（
そ
の
呼
び
名

は
ア
ガ
ペ
ー
！
）
を
伴
っ
て
さ
え
い
た
と
さ
れ
る
。
ノ
ル
ベ
ル

ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
ス
『
古
代
教
会
史
』（
関
川
泰
寛
訳
、
教
文
館
、
一

九
九
九
年
）
一
四
四
頁
。

（
27
）　

再
度
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
所
説
に
触
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
「
施
設
恩

寵
（A

nstaltsgnade

）」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
所
属
意
志
を
問
わ
れ
る
こ
と
な
く
組
み
込
ま
れ
る
宗
教
共
同

体
内
で
人
が
享
受
可
能
な
救
済
財
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ

こ
に
お
い
て
「
究
極
的
な
宗
教
的
価
値
を
も
つ
の
は
、
具
体
的
内

容
的
な
倫
理
的
義
務
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
方
法
的
に
自
得
さ
れ

た
倫
理
的
な
練
達
者
資
質
で
も
な
く
て
、
純
粋
に
そ
れ
自
身
と
し

て
功
徳
を
受
け
る
に
値
す
る
、
施
設
へ
の
従
順
さ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
従
順
さ
に
向
か
う
形
式
的
な
謙
虚
さ
こ
そ
が
、
施
設
恩
寵
を

首
尾
一
貫
し
て
推
進
す
る
際
の
唯
一
の
、
そ
し
て
生
活
態
度
を
統

一
的
に
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
原
理
で
あ
る
」。
と
こ
ろ
で
、
直
前
の

引
用
文
は
、
そ
の
ま
ま
私
た
ち
に
も
馴
染
み
深
い
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
の
説
明
に
も
転
用
可
能
で
あ
ろ
う
。
西
欧
に
お
い
て
積
み
重
ね

ら
れ
て
き
た
国
家
と
教
会
の
相
克
の
経
験
は
、
反
転
し
て
、
両
共

同
体
を
読
み
解
く
共
通
の
ボ
キ
ャ
ブ
ラ
リ
ー
と
グ
ラ
マ
ー
を
人
び

と
に
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー

バ
ー
『
宗
教
社
会
学
』（
武
藤
一
雄
・
薗
田
宗
人
・
薗
田
担
訳
、
創

文
社
、
一
九
七
六
年
）
二
四
〇
頁
を
参
照
。

（
28
）　

こ
う
し
た
消
息
か
ら
派
生
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
磯
前
順
一

が
、
宗
教
学
者
タ
ラ
ル
・
ア
サ
ド
の
所
説
を
紹
介
し
な
が
ら
論
じ

て
い
る
。
ア
サ
ド
は
「
人
間
の
意
識
と
身
体
の
切
断
を
近
代
に
特

徴
的
な
関
係
と
し
て
批
判
的
に
と
ら
え
、
そ
の
よ
う
な
切
断
を
も

た
ら
し
た
の
が
近
代
西
洋
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
っ
た

と
す
る
。
そ
こ
で
は
人
間
の
内
面
が
意
識
と
の
み
閉
鎖
的
に
結
び

つ
け
ら
れ
た
結
果
、
み
ず
か
ら
の
身
体
感
覚
か
ら
も
、
自
分
が
属

す
る
共
同
体
か
ら
も
遮
断
さ
れ
、
身
体
や
共
同
体
へ
の
感
覚
を
喪

失
し
て
し
ま
う
の
だ
と
難
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
み
ず
か

ら
の
身
体
を
、
性
的
快
楽
へ
と
い
ざ
な
う
悪
と
し
て
排
除
す
る
価

値
観
も
成
立
し
て
く
る
。
あ
る
い
は
そ
の
反
動
と
し
て
、
宗
教
を

も
っ
ぱ
ら
身
体
的
な
も
の
の
復
権
と
し
て
と
ら
え
、
や
は
り
意
識

と
分
離
し
た
か
た
ち
で
身
体
的
な
感
覚
に
自
己
を
埋
没
さ
せ
て
い

く
例
も
近
代
に
は
多
々
見
ら
れ
て
き
た
。
前
者
の
よ
う
な
意
識
中

心
主
義
の
立
場
は
、
宗
教
と
は
言
語
の
活
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
つ
か
さ
ど
る
知
識
人
こ
そ
が
理

想
的
な
宗
教
を
具
現
化
す
る
と
い
う
極
端
な
理
解
を
も
た
ら
す
。

一
方
で
、
後
者
の
理
解
が
民
衆
の
日
常
世
界
の
一
方
的
な
称
揚
で

あ
っ
た
り
、
性
的
な
感
覚
へ
の
同
一
化
な
ど
、
極
端
に
身
体
的
世

界
だ
け
を
特
権
化
す
る
立
場
を
招
き
寄
せ
て
き
た
。」
磯
前
順
一

『
宗
教
概
念
あ
る
い
は
宗
教
学
の
死
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
一
号

）

一
四
八　
（
一
四
八

一
二
年
）
五
九
頁
。

（
29
）　W

illiam
 T

. Cavanaugh;‘“A
 fire strong enough to con-

sum
e the house:” T

he w
ars of religion and the rise of 

the state,’in M
odern T

heology 

（11: 4, O
ctober 1995

）, p. 
411.

﹇　

﹈
内
は
、
引
用
者
に
よ
る
補
足
。

（
30
）　

野
々
瀬
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。

（
31
）　C. C. Pecknold; C

hristianity and P
olitics, A

 B
rief 

G
uide to the H

istory 

（C
ascade B

ooks, E
ugene, O

R
, 

2010

）, p. 69.

（
32
）　

周
知
の
と
お
り
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
（Ernst T

ro-
eltsch; 1865-1923

）
は
「
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と

「
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
い
う
概
念
を
駆
使
し
つ
つ
、
一

六
世
紀
の
宗
教
改
革
者
た
ち
の
「
中
世
性
」
を
強
調
し
た
。
ト
レ

ル
チ
『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
』（
内
田
芳
明
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
五
九
年
）。
そ
の
意
味
で
は
本
稿
は
、
彼
の
所
説
に
示
唆
を
受

け
、
聖
餐
と
い
う
宗
教
儀
礼
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
神
学
思
想
が
有
し

て
い
た
政
治
思
想
史
研
究
上
の
可
能
性
を
扱
っ
た
一
考
察
に
と
ど

ま
る
も
の
と
な
ろ
う
。


