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当
時
、
ド
イ
ツ
出
身
の
、
そ
れ
も
市
民
階
級
出
身
の
聖
職
者
が
ロ

ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
枢
機
卿
・
司
教
に
ま
で
栄
進
す
る
こ
と

は
異
例
な
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
一
四
五
〇
年
年
代
に

そ
の
例
外
的
存
在
の
一
人
と
な
っ
た
。

彼
は
、
若
い
と
き
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
に
つ
い
て
の
関

心
が
高
く
、
一
四
三
〇
年
代
前
半
に
ト
リ
ー
ア
大
司
教
の
法
律
顧
問

と
し
て
参
加
し
た
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議（
一
四
三
一
年
～
一
四
三
七
年
）

に
お
い
て
も
、
ほ
ぼ
同
年
齢
の
ス
ペ
イ
ン
出
身
の
セ
ゴ
ビ
ア
の
フ
ア

ン
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
の
知
識
を
蓄
え
た
。
さ
ら
に
、
コ
ン

ス
タ
ン
ツ
公
会
議
（
一
四
一
四
年
～
一
四
一
八
年
）
以
来
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
世
界
で
大
問
題
に
な
っ
て
い
た
フ
ス
派
と
の
交

渉
に
際
し
て
ロ
ー
マ
教
皇
側
の
一
員
と
し
て
同
席
す
る
な
ど
、
彼
は

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
と
い
う
人
物

ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
スN

icolaus C
usanus 

（
一
四
〇
一
年

～
一
四
六
四
年
）
は
、
ド
イ
ツ
・
モ
ー
ゼ
ル
地
方
の
ク
ー
ス
と
い
う

田
舎
町
の
市
民
階
級
の
家
に
生
ま
れ
た
。少
年
の
時
に
故
郷
を
出
て
、

設
立
さ
れ
て
間
も
な
い
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
の
一
年
の
勉
学
の

後
、
ア
ル
プ
ス
を
越
え
て
イ
タ
リ
ア
の
パ
ド
ゥ
ア
大
学
に
移
り
、
そ

こ
で
の
六
年
間
に
わ
た
る
勉
学
の
後
に
教
会
法
博
士
と
な
っ
た
。
そ

の
後
、
故
郷
の
ク
ー
ス
が
そ
の
司
教
区
に
属
す
る
ト
リ
ー
ア
大
司
教

の
法
律
顧
問
と
な
り
つ
つ
、
ケ
ル
ン
大
学
で
哲
学
を
学
ん
だ
。
そ
の

後
に
（
正
確
な
叙
階
の
年
月
は
不
明
で
あ
る
が
一
四
三
〇
年
ま
で
に

は
）
聖
職
者
と
な
っ
た
。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
宗
教
寛
容
の
思
想

八
巻
和
彦
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若
く
し
て
宗
教
的
紛
争
の
調
停
と
い
う
場
で
実
践
的
活
動
に
携
わ
っ

た
。こ

の
よ
う
な
彼
の
働
き
の
頂
点
は
、
一
四
三
七
年
か
ら
一
四
三
八

年
に
か
け
て
教
皇
使
節
の
一
員
に
抜
擢
さ
れ
て
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
（
東

ロ
ー
マ
帝
国
）
の
首
都
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
派
遣
さ
れ
、

存
亡
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
同
帝
国
の
国
教
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
教
会

（
ギ
リ
シ
ア
正
教
）
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
合
同
の
実

現
に
尽
力
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
教
皇
使
節
は
、
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
に
お
け
る
多
数
派
で
あ
っ

た
公
会
議
派
が
派
遣
し
た
使
節
一
行
と
の
競
合
関
係
の
中
で
、
一
足

先
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
到
着
し
た
。
そ
の
結
果
、
ビ
ザ

ン
ツ
帝
国
の
皇
帝
な
ら
び
に
教
会
と
の
交
渉
相
手
に
な
る
こ
と
に
成

功
し
た
上
で
、
こ
の
両
者
を
ロ
ー
マ
教
皇
の
主
催
す
る
フ
ェ
ラ
ラ
公

会
議
に
招
聘
す
る
こ
と
が
実
現
で
き
た
。

そ
れ
ゆ
え
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
た
ち
の
帰
途
は
き
わ
め
て
華
々
し
い
も

の
で
あ
っ
た
。
フ
ェ
ラ
ラ
公
会
議
に
向
か
う
こ
と
に
な
っ
た
ビ
ザ
ン

ツ
の
皇
帝
な
ら
び
に
教
会
の
貴
顕
一
行
と
約
二
カ
月
に
わ
た
る
船
旅

を
共
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
に
彼
は
そ
の
旅
の
船
上
でD

octa 

ignorantia

（
覚
知
的
無
知
）
と
い
う
、
彼
の
そ
の
後
の
生
涯
に
わ

た
っ
て
通
奏
低
音
と
し
て
響
き
続
け
る
思
想
を
、
神
の
賜
物
と
し

て
受
け
取
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
約
二
年
後
に
著
さ
れ
た 

D
e docta ignorantia

（『
覚
知
的
無
知
に
つ
い
て
』）
の
末
尾
に
記
さ

れ
て
い
る1

。
こ
の
賜
物
の
授
与
は
、
彼
が
数
か
月
に
わ
た
っ
て
教
皇

特
使
と
し
て
困
難
な
旅
と
交
渉
を
遂
行
す
る
と
共
に
、
コ
ン
ス
タ
ン

テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
滞
在
中
の
わ
ず
か
な
時
間
的
す
き
間
を
活
用
し
て
現

地
で
し
か
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
の
情
報
を

集
め
た
と
い
う
事
実2

に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
極
め
て
強
靭
で
集

中
的
な
思
索
活
動
の
賜
物
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

彼
の
尽
力
も
あ
っ
て
成
立
し
た
教
会
合
同
で
あ
る
が
、
ギ
リ
シ
ア

教
会
内
部
で
の
強
力
な
反
対
論
に
よ
っ
て
長
続
き
す
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。
そ
し
て
、
西
側
の
援
助
を
得
ら
れ
な
く
な
っ
た
ビ
ザ
ン
ツ
帝

国
は
、
長
年
に
わ
た
る
オ
ス
マ
ン
ト
ル
コ
の
政
治
的
軍
事
的
圧
力
に

よ
っ
て
、
一
四
五
三
年
五
月
末
に
つ
い
に
攻
略
さ
れ
、
滅
亡
し
た
。

こ
の
事
実
が
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
与
え
た
衝
撃
は
、
二
〇
〇
一
年
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そ
の
後
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
自
身
の
考
え
を
教
皇
に
直
接
に
訴

え
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
努
力
は
実
ら
な
か
っ
た
。

一
四
五
八
年
に
ピ
ウ
ス
二
世
教
皇
と
な
っ
た
親
友
の
ピ
ッ
コ
ロ
ー
ミ

ニ
は
、
十
字
軍
を
編
成
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
を
撃
つ
と
い
う
方
針
を
変

え
る
こ
と
な
く
、
結
局
、
一
四
六
四
年
の
夏
に
十
字
軍
の
出
発
地
に

な
る
は
ず
の
ア
ド
リ
ア
海
に
面
し
た
港
町
ア
ン
コ
ナ
に
向
け
て
ロ
ー

マ
を
発
っ
た
。
こ
れ
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
侯
が
教
皇
の
言
う
こ

と
に
従
わ
な
か
っ
た
の
で
、
教
皇
自
ら
が
貧
弱
な
十
字
軍
の
先
頭
に

立
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
そ
し
て
教
皇

は
出
発
に
際
し
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
対
し
て
、
あ
と
数
千
人
の
兵
士
を

集
め
て
ア
ン
コ
ナ
に
連
れ
て
来
る
よ
う
に
命
じ
た
。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
自
ら
の
意
志
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
長
上

の
命
令
に
は
従
う
し
か
な
か
っ
た
。
彼
は
七
月
三
日
よ
り
前
に
ロ
ー

マ
を
出
発
し
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
が
、
同
じ
月
の
十
六
日
に
は

ア
ン
コ
ナ
へ
の
道
の
途
中
に
あ
る
ト
ー
デ
ィ
と
い
う
小
さ
な
町
で
病

床
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
。
ロ
ー
マ
か
ら
は
旧
友
で
医
者
で
あ
っ
た
ト

ス
カ
ネ
リ
が
駆
け
つ
け
て
治
療
に
あ
た
っ
た
が
、
薬
石
効
な
く
八
月

九
月
十
一
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
の
比
で
は
な
い

ほ
ど
の
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ

ー
ム
勢
力
が
ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
を
越
え
て
つ
い
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸

に
入
っ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
た
か
ら
で
あ
る3

。

こ
の
事
実
を
前
に
し
た
多
く
の
人
々
は
―
―
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
若
い

時
か
ら
の
親
友
で
、
の
ち
に
ピ
ウ
ス
二
世
教
皇
と
し
て
彼
の
長
上
と

も
な
っ
た
ピ
ッ
コ
ロ
ー
ミ
ニ
も
同
じ
く
―
―
軍
事
力
を
整
え
て
実
力

で
ト
ル
コ
を
制
圧
し
て
ビ
ザ
ン
ツ
を
奪
還
す
べ
き
だ
と
考
え
た
。
し

か
し
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
自
身
が
一
四
五
〇
年
末
か
ら
一
四
五
二
年
春

に
わ
た
っ
て
教
皇
特
使
と
し
て
ほ
ぼ
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
を
査
察
し

た
経
験
か
ら
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
諸
侯
が
教
皇
に
協
力
し
て
ト
ル
コ

と
軍
事
的
に
対
抗
す
る
意
思
も
力
も
な
い
こ
と
を
実
感
し
て
い
た
。

そ
こ
で
彼
は
、
こ
の
方
向
に
は
反
対
し
、
あ
く
ま
で
も
平
和
的
な
解

決
を
求
め
る
し
か
な
い
と
考
え
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
崩
壊
の
年
の
九

月
にD

e pace fidei

（『
信
仰
の
平
和
に
つ
い
て
』）
と
い
う
著
作
を

ま
と
め
て
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
対
し
て
問
題
の
平
和
的
解
決
の
必

要
性
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
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Connata religio

（
生
得
的
宗
教
心
）

も
う
一
つ
、
宗
教
の
複
数
性
に
関
わ
っ
て
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
思
考
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
思
想
は
、connata religio

（
生

得
的
宗
教
心6

）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
四
五
〇
年
の
著
作

D
e m

ente

（『
精
神
に
つ
い
て
』）
か
ら
姿
を
現
わ
す
も
の
で
あ
る
が
、

永
遠
な
生
と
い
う
至
福
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
の
宗
教
心
が
、
万
人

に
本
有
的
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
思
想
で
あ
る
。

『
精
神
に
つ
い
て
』
と
い
う
対
話
篇
の
冒
頭
近
く
に
次
の
よ
う
な

場
面
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
永
遠
な
生
の
確
証
を
う
る
た
め
に
世
界

中
を
旅
し
た
後
に
ロ
ー
マ
に
到
っ
た
一
人
の
哲
学
者
が
ロ
ー
マ
の
或

る
橋
の
上
で
、
一
四
五
〇
年
と
い
う
「
聖
年
」
に
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界

の
あ
ら
ゆ
る
地
域
か
ら
ロ
ー
マ
に
巡
礼
に
来
て
い
る
民
衆
の
群
れ
を

見
て
、
か
く
も
多
様
な
人
々
が
信
仰
と
い
う
一
つ
の
目
的
の
た
め
に

こ
こ
に
集
ま
っ
て
来
て
い
る
、
と
い
う
事
実
に
驚
か
さ
れ
た
。
そ
れ

に
つ
い
て
、
こ
の
著
作
の
締
め
く
く
り
の
部
分
で
こ
の
著
作
の
主
人

公
で
あ
る
無
学
者idiota

が
哲
学
者
に
以
下
の
よ
う
に
説
く
の
で
あ

る
。「
わ
れ
わ
れ
の
内
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
宗
教
心con-

十
一
日
に
ト
ー
デ
ィ
で
六
三
歳
の
生
涯
を
終
え
た
。
す
で
に
ア
ン
コ

ナ
に
着
い
て
い
た
ピ
ウ
ス
二
世
も
、
そ
の
三
日
後
、
八
月
十
四
日
に

そ
の
地
で
亡
く
な
っ
た
。
非
現
実
的
で
時
代
遅
れ
で
あ
っ
た
「
十
字

軍
」
と
い
う
教
皇
の
夢
想
に
斃
れ
た
二
人
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う4

。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
宗
教
寛
容
に
関
す
る
主
張

覚
知
的
無
知docta ignorantia

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
哲
学
的
主
著
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
『
覚
知
的
無

知
に
つ
い
て
』
の
核
心
的
思
想
の
一
つ
は
、「
厳
密
な
真
理
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
自
力
で
は
到
達
で
き
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
無
知
の
闇

の
中
で
、
把
握
で
き
な
い
仕
方
で
光
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

る5

。
こ
の
思
想
に
立
つ
限
り
、
い
か
な
る
現
実
に
存
在
し
機
能
し

て
い
る
宗
教
も
、
つ
ま
り
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
さ
え
も
、
そ

の
現
実
的
な
存
在
と
し
て
は
、
自
己
が
絶
対
的
な
真
理
に
到
達
し
て

い
る
と
主
張
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
―
―
こ
の
点
に
つ
い
て

は
、
後
に
さ
ら
に
検
討
す
る
。
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fidei

（『
信
仰
の
平
和
』）
で
あ
る9

。
こ
れ
は
、
こ
の
著
作
の
第
一
章

に
お
け
る
大
天
使
の
発
言
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ク
ザ
ー

ヌ
ス
が
大
い
に
強
調
し
た
い
思
想
で
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ

で
言
わ
れ
て
い
るritus

儀
礼
とreligio

宗
教0

と
の
関
係
を
い
か
な

る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
か
が
、
ま
ず
大
き
な
問
題
と
な
る
。
以
下

で
少
し
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

（
一
）
一
つ
の
宗
教
に
は
、通
例
、一
つ
の
儀
礼
体
系
が
存
在
す
る
。

（
二
）
一
つ
の
宗
教
の
内
部
で
あ
っ
て
も
、
例
外
的
に
多
様
な
儀

礼
が
存
在
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
時
代
に
お
け
る
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
餐
式
に
お
い
て
、
パ
ン
は
す
べ
て
の
会
衆
に
授

け
ら
れ
る
が
、
葡
萄
酒
は
聖
職
者
に
だ
け
授
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ

と
も
葡
萄
酒
も
す
べ
て
の
会
衆
に
授
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
。
後
者
の
容
認
を
主
張
し
た
の
が
フ
ス
派
で
あ
っ
たa

。
そ
し

て
、若
き
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
そ
れ
と
の
調
停
交
渉
に
あ
た
っ
た
こ
と
は
、

す
で
に
言
及
し
た
。

（
三
）．（
上
の
一
と
二
と
を
前
提
に
す
る
と
）「
多
様
な
儀
礼
の
中

nata religio

が
、
今
年
、
こ
れ
ら
無
数
の
人
び
と
を
ロ
ー
マ
に
導
き
、

そ
れ
ゆ
え
に
哲
学
者
で
あ
る
君
を
激
し
い
驚
き
に
導
い
た
の
だ
。
し

か
し
こ
れ
は
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
は
た
え
ず
多
様
な
仕
方
で
現
れ

て
き
て
い
る7

」。

こ
の
一
四
五
〇
年
の
著
作
に
お
け
るconnata religio

と
い
う
概

念
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
の
民
衆
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
と

い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
四
五
三
年
に
著
さ

れ
たD

e pace fidei

（『
信
仰
の
平
和
』）
に
お
い
て
は
、
こ
の
概
念

の
適
用
範
囲
が
極
限
ま
で
拡
大
さ
れ
て
、
人
間
で
あ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る

人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ク
ザ
ー
ヌ
ス

は
そ
こ
で
、
万
人
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
宗
教
心
が
、
幸
福

で
あ
り
た
い
と
い
う
、
同
じ
く
万
人
に
生
ま
れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る

希
求
を
満
た
そ
う
と
努
め
て
い
る
、
と
し
て
い
る
の
で
あ
る8

。

religio una in rituum
 varietate

（
多
様
な
儀
礼
の
中
に 

一
つ
の
宗
教
心
が
）

こ
の
思
想
が
説
か
れ
て
い
る
著
作
も
、
先
に
言
及
し
たD

e pace 
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一
つ
の
宗
教
心
が
」
と
い
う
言
明
は
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
諸
々

の
宗
教
は
、
そ
れ
の
い
ず
れ
も
が
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
な
意
味
で

の
イ
デ
ア
と
し
て
の
「
一
つ
の
宗
教
心
」
を
表
わ
す
「
影
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
の
捉
え
方
は
、す
で
に
言
及
し
た
「
覚
知
的
無
知
」

の
思
想
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
宗
教
の
間

で
、
い
ず
れ
が
真
理
を
教
え
て
い
る
の
か
と
い
う
争
い
は
意
味
を
持

た
な
く
な
り
、
争
い
は
止
む
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が

当
時
考
え
て
い
た
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。

Signa m
utationem

 capiunt, non signatum

（
印
が
変
容
し

て
も
、
印
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
が
変
容
す
る
わ
け
で
は
な
い
）

こ
の
思
想
も
、
同
じ
く
『
信
仰
の
平
和
』
に
お
い
て
、
以
下
の
よ

う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。「

魂
の
救
済
は
、
業
（
わ
ざ
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
信
仰
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
…
…
諸
々
の
儀
礼
は
、
信
仰
の
真
理
の
感
覚

的
な
印
と
し
て
定
め
ら
れ
採
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
さ

に
一
つ
の
宗
教
が
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
例
外
的
に
し
か
成

立
し
な
い
。

（
四
）
す
る
と
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
言
っ
て
い
る
こ
と
が
意
味
を
持

つ
た
め
に
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
言
う
「
儀
礼
」
と
は
何
か
、「
一
つ

の
宗
教
」
と
は
何
か
が
、
さ
ら
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
若
い
時
か
ら
準
拠
し
て
い
る
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の

思
考
の
枠
組
み
を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
一

つ
の
宗
教
」religio una

と
は
、
現
実
に
存
在
す
る
ど
れ
か
一
つ
の

宗
教
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
―
―
も
ち
ろ
ん
、
ク

ザ
ー
ヌ
ス
が
教
皇
代
理
・
枢
機
卿
と
司
教
と
を
務
め
て
い
る
ロ
ー
マ
・

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
も
な
い
は
ず
だ
。

で
は
、
現
実
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ど
う
い
う
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
は
こ
の
問
は
、
論
者
自
身
が
西
欧
の
同
僚
か

ら
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
も
含
め
て
現
実
に
存
在
す
る
も
ろ
も
ろ
の
宗
教
の
い
ず
れ

も
、
こ
こ
で
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
い
う
「
宗
教
」
で
は
な
く
「
儀
礼
」
と

み
な
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
上
の
「
多
様
な
儀
礼
の
中
に
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が
変
容
を
こ
う
む
る
こ
と
は
な
い
。

こ
の
事
情
を
、
先
に
考
察
し
た
儀
礼
と
併
せ
て
信
仰
そ
の
も
の
に

適
用
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
す
る
と
、

諸
宗
教
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
多
様
な
儀
礼
は
、
実
は
万
人
に
共

通
な
一
つ
の
信
仰
の
諸
々
の
印signa

で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
信
仰

を
も
つ
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
習
慣
と
伝
統
に
応
じ
て
多
様
に
執
行
す

る
と
し
て
も
、
そ
の
多
様
性
の
ゆ
え
に
信
仰
の
対
象
そ
の
も
の
が
変

容
さ
れ
た
り
毀
損
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
ど
う
し
て
も
儀
礼
に
お
い
て
「
様
式
上
で
一
様
性

が
見
い
だ
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
諸
民
族
に
各
自
の
勤
行
と
儀
式
が

許
さ
れ
て
よ
い
の
だ
」と
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
指
摘
す
るc

。
な
ぜ
な
ら
ば
、

認
識
能
力
に
お
い
て
本
性
的
に
限
界
を
有
す
る
人
間
と
い
う
存
在

は
、
自
己
中
心
性
か
ら
完
全
に
脱
却
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
自

分
た
ち
の
慣
れ
た
も
の
だ
け
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
や
す

い
か
ら
で
あ
る
。

ら
に
は
、
諸
々
の
印
が
変
容
を
受
け
て
も
、
印
で
表
わ
さ
れ
る

も
の
が
変
容
す
る
わ
け
で
は
な
いb

。

こ
の
一
文
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
少
々
子
細
に
検
討
し
て
み

よ
う
。
ま
ず
、
儀
礼
は
感
覚
で
と
ら
え
う
る
印 signa sensibilia

に

過
ぎ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
宗
教
的
儀
礼
は
、
そ
れ
を
執
行

す
る
人
間
が
感
覚
に
よ
っ
て
把
握
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
人

の
内
面
的
な
動
き
と
し
て
の
信
仰
が
、
個
人
的
に
執
行
さ
れ
る
に
せ

よ
集
団
で
一
斉
に
執
行
さ
れ
る
に
せ
よ
、
同
様
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

儀
礼
は
感
覚
で
と
ら
え
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
執
行

す
る
者
に
と
っ
て
意
義
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
印signa

が
変
容
し
て
も
印
で
表
わ
さ
れ

る
も
のsignatum

は
変
化
し
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
も
意
義
深

い
指
摘
で
あ
る
。
具
体
的
に
考
え
て
み
れ
ば
、
同
じ
一
つ
の
天
体
と

し
て
の
太
陽
が
、
言
語
の
異
な
る
に
応
じ
て
、
日
本
語
で
「
太
陽
」、

英
語
でsun

、
ド
イ
ツ
語
でSonne

、
フ
ラ
ン
ス
語
でsoleil

と
い
う

よ
う
に
、
異
な
っ
た
語
（
つ
ま
り
印
）
で
変
容
を
受
け
て
表
現
さ
れ

る
。
し
か
し
、そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
指
示
し
て
い
る
も
の
自
体
（
太
陽
）
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思
想
で
あ
る
。
こ
れ
は
、D

e visione dei

（『
神
を
観
る
こ
と
に
つ

い
て
』）
と
い
う
、『
信
仰
の
平
和
』
が
執
筆
さ
れ
た
の
と
同
じ
年
に
、

こ
れ
に
引
き
続
い
て
記
さ
れ
た
書
物
に
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
も

の
で
あ
るe

。

以
上
の
視
点
か
ら
と
ら
え
直
せ
ば
、
世
界
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ

る
儀
礼
や
法
の
多
様
性
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
に
適
切
な
も
の
と
し

て
神
か
ら
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら

現
実
の
人
間
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
己
中
心
性
か
ら
完
全
に

脱
却
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
慣
れ
た
も
の
だ
け
が

正
し
い
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
や
す
い
の
で
、
儀
礼
や
法
の
多
様
性

を
容
認
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
が
紛
争
の
原
因
と
な

る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
るf

。

だ
か
ら
こ
そ
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
上
掲
の
多
様
性
容
認
の
必
要
性
を

力
説
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

宗
教
活
動
一
般
に
お
け
る
多
様
性
の
根
拠
と
そ
れ
の
容
認

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
宗
教
寛
容
の
思
想
に
お
け
る
特
徴
は
、
極
め
て
現

実
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
『
信
仰
の
平
和
』
の
冒
頭
近
く
で
、

神
は
世
界
の
各
民
族
に
王
と
預
言
者
を
選
び
立
て
て
い
て
、彼
ら
は
、

神
の
名
を
用
い
て
儀
礼
と
法
を
定
め
て
、
粗
野
な
民
衆
を
教
化
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
民
衆
は
、
そ
れ
ら
を
神
自
身
の
語
り
か
け
の
よ
う

に
受
け
入
れ
て
き
て
い
る
の
だ
と
指
摘
し
て
い
るd

。
こ
れ
は
、
ク
ザ

ー
ヌ
ス
の
生
き
て
い
た
時
代
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
宗
教
に
お
い
て

見
ら
れ
た
状
況
を
、
キ
リ
ス
ト
教
的
に
捉
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
で
あ
ろ
う
。
神
が
世
界
の
各
民
族
に
王
と
預
言
者
を
選
び
立
て
て

い
た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
も
、
民
衆
は
そ
れ
ぞ
れ
が
生
き
る
社
会

に
お
け
る
指
導
者
の
定
め
た
「
儀
礼
と
法
」
を
「
神
自
身
の
語
り
か

け
の
よ
う
に
受
け
入
れ
て
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
信
仰
の
多
様
性
が
容
認
さ
れ
る
べ
き
こ

と
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
深
い
確
信
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
神

は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
合
わ
せ
て
自
己
を
啓
示
し
て
く
れ
る
」
と
い
う
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の
前
を
今
も
流
れ
る
モ
ー
ゼ
ル
河
で
も
い
い
は
ず
だ
が
、
や
は
り
当

時
の
多
く
の
人
が
知
っ
て
い
る
大
河
、
そ
し
て
当
時
、
彼
が
司
祭
職

を
得
て
い
た
聖
フ
ロ
ー
リ
ン
教
会
の
近
く
を
流
れ
る
ラ
イ
ン
の
方
を

挙
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
熱
心
な
信
者
ほ
ど
変
化
す
る
こ
と
が
な

い
も
の
と
し
て
と
ら
え
や
す
い
宗
教
も
、
変
化
す
る
も
の
で
あ
り
、

歴
史
性
を
有
し
つ
つ
存
在
し
て
い
る
と
、主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
彼
の
最
初
の
大
き
な
書
物
と
し
て
の
『
普
遍
的
協
和
論
』

D
e concordantia catholica

（
お
よ
そ
一
四
三
二
年
）
に
も
既
に
見

い
だ
さ
れ
る
、
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
の
彼
の
歴
史
意
識
の
現
わ
れ

で
あ
る
。
こ
の
書
物
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
皇
帝
な
ら
び
に
教

皇
の
模
範
的
あ
り
方
を
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
探
求
し
た
上
で
、
そ

れ
を
提
示
す
る
こ
と
で
当
時
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
け
る
皇
帝
と

教
皇
の
あ
り
方
へ
の
批
判
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
るh

。

こ
の
著
作
を
ま
と
め
た
当
時
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
、
ま
だ
聖
職
者
に

な
っ
て
数
年
し
か
経
て
い
な
い
若
者
で
あ
っ
た
が
、『
推
測
に
つ
い

て
』
を
ま
と
め
た
頃
に
は
、
上
掲
の
教
皇
特
使
の
任
務
を
成
功
裏
に

「
宗
教
は
、
精
神
性
と
時
間
性
の
間
で
安
定
す
る
こ
と
な
く

動
揺
し
て
い
る
」

あ
る
特
定
の
宗
教
を
信
じ
る
者
あ
る
い
は
そ
れ
を
組
織
し
維
持
す

る
立
場
に
あ
る
者
が
自
己
の
正
統
性
を
主
張
す
る
時
に
は
、
そ
れ
の

内
実
が
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
主
張
す
る
か
、変
化
を
さ
せ
る（
改

革
す
る
）
こ
と
を
意
図
す
る
場
合
に
も
、
変
化
し
て
は
な
ら
な
い
も

の
と
し
て
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
復
帰
さ
せ
る
の
だ
、
と
主
張
す
る

の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
上
掲
の
文
章
を
、『
覚
知
的
無
知
に
つ

い
て
』
に
引
き
続
い
て
ま
と
め
ら
れ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
、
彼
の

第
二
の
哲
学
的
著
作
で
あ
るD

e coniecturis 
『
推
測
に
つ
い
て
』
の

中
で
し
た
た
め
て
い
る
の
で
あ
るg

。
そ
の
際
に
彼
は
、
ラ
イ
ン
河
の

流
れ
は
一
見
、
い
つ
も
安
定
し
て
い
て
変
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
で

あ
る
が
、
実
は
時
に
応
じ
て
水
か
さ
が
増
減
し
た
り
、
水
面
が
上
下

し
た
り
し
て
変
化
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
宗
教
も
精
神
性
と
時

間
性
の
間
で
安
定
す
る
こ
と
な
く
動
揺
し
て
い
る
の
だ
と
説
い
て
い

る
。
河
の
流
れ
の
変
化
を
例
示
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
の
生
家
の
目
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信
仰
に
よ
る
相
対
化

「
信
仰
に
よ
る
相
対
化
」
と
記
す
と
、「
信
仰
に
よ
る
絶
対
化
」
の

誤
記
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

い
う
「
信
仰
」
と
は
、
も
っ
と
も
深
い
意
味
で
の
そ
れ
の
こ
と
で
あ

る
。
以
下
で
こ
の
点
に
つ
い
て
説
明
す
る
。

既
に
上
で
も
確
認
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
よ
っ
て

想
定
さ
れ
て
い
るreligio

と
は
、
ま
ず
は
万
人
に
生
得
的
に
そ
な

わ
っ
て
い
る
信
仰
心
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
宗
教
」
と
い
う
制

度
で
は
な
い
。
現
代
に
お
い
て
「
宗
教
」
が
一
般
に
捉
え
ら
れ
て
い

る
も
の
と
し
て
の
「
制
度
」
と
か
「
集
団
」
と
い
う
意
味
と
対
比
的

に
表
現
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
のreligio

と
は
人
の
心
の
「
機
能
」

function

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
既
に
引
用
し
て
示
し
た
『
精

神
に
つ
い
て
』
の
記
述
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界
に
お
い
て

は
た
え
ず
多
様
な
仕
方
で
し
か
現
れ
な
い
の
で
あ
る
。こ
の
事
態
を
、

よ
り
具
体
的
に
説
明
す
る
な
ら
ば
、
人
間
が
普
遍
的
に
有
す
る
「
言

語
能
力
」
と
、
そ
の
人
間
が
実
際
に
使
用
す
る
「
言
語
」
は
、
特
定

果
た
し
て
、
す
で
に
有
能
な
若
手
の
教
会
政
治
家
の
一
人
と
し
て
、

活
躍
の
舞
台
を
主
と
し
て
ド
イ
ツ
に
も
つ
人
物
と
な
っ
て
い
た
。
そ

の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
、
こ
の
よ
う
に
記
し
て
、
自
身
の
属
す
る
ロ
ー
マ

教
会
の
現
状
を
歴
史
的
に
相
対
化
す
る
視
点
を
明
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
視
点
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
枢
機
卿
・
司
教
に
ま
で
栄
進
し
た

晩
年
に
至
っ
て
も
維
持
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
依
拠
し
つ
つ
彼
は
、

ロ
ー
マ
教
会
の
、
と
り
わ
け
教
皇
庁
の
改
革
案
を
、
教
皇
か
ら
の
依

頼
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
。
そ
れ
が
『
全
面
的
改
革
』R

eform
atio 

generalis

（
一
四
五
九
年
）
で
あ
る
が
、
彼
は
教
皇
に
そ
れ
の
実
行

を
強
力
に
求
め
た
。
改
革
案
の
一
端
を
具
体
的
に
記
す
な
ら
ば
、
彼

は
枢
機
卿C

ardinalius

い
う
名
称
の
語
源
で
あ
る
「
蝶
番
」cardo

か
ら
枢
機
卿
の
あ
る
べ
き
姿
を
導
き
出
す
と
と
も
に
、
毎
日
、
各
枢

機
卿
が
代
表
し
て
い
る
管
区
の
民
衆
の
こ
と
に
教
皇
庁
内
か
ら
各
枢

機
卿
が
思
い
を
馳
せ
る
べ
く
、
毎
日
小
さ
な
公
会
議
を
開
催
す
る
べ

き
で
あ
る
と
ま
で
提
唱
し
た
の
で
あ
るi

。
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あ
る
と
主
張
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
弁
え
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
晩
年
の
著
作
、
す
な
わ
ち
既
に
ビ
ザ

ン
ツ
帝
国
が
滅
亡
さ
せ
ら
れ
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
が
イ
ス

タ
ン
ブ
ー
ル
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
、
し
か
し
ピ
ウ
ス
二
世
教
皇

は
十
字
軍
に
よ
っ
て
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
を
ト
ル
コ
か
ら
奪

回
す
る
と
い
う
夢
想
を
捨
て
て
い
な
か
っ
た
時
期
の
著
作
に
、
す
で

に
註2

で
言
及
し
た
こ
と
の
あ
る
『
コ
ー
ラ
ン
の
精
査
』
が
あ
る
。

そ
れ
の
冒
頭
に
は
、
コ
ー
ラ
ン
の
精
査
を
す
る
た
め
に
ク
ザ
ー
ヌ
ス

が
用
い
る
と
さ
れ
て
い
る
解
釈
の
方
法
論
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
、pia interpretatio

と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に

翻
訳
す
る
と
「
敬
虔
な
解
釈
」
と
な
る
。
こ
の
解
釈
方
法
を
成
立
さ

せ
て
い
る
の
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
以
下
の
よ
う
な
想
定
で
あ
る
。
コ

ー
ラ
ン
の
意
図
に
は
ム
ハ
ン
マ
ド
の
意
図
を
超
え
た
内
容
も
含
ま
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
に
彼
は
気
づ
い
て
お
ら
ずl

、
そ
れ
ば
か
り
か
、
コ

ー
ラ
ン
に
は
コ
ー
ラ
ン
の
表
現
を
も
超
え
て
神
の
真
理
が
含
ま
れ

て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
るm

。
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
こ
う
し
てpia inter-

の
日
本
語
と
か
英
語
と
か
の
よ
う
に
、
互
い
に
異
な
り
を
も
っ
た
も

の
と
し
か
な
り
え
な
い
、
と
い
う
関
係
と
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
だ

ろ
うj
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
思
考
に
お
い
て
通
奏
低
音

と
し
て
響
い
て
い
る
〈
覚
知
的
無
知
〉
の
思
想
を
併
せ
て
考
察
す
る

と
、
そ
こ
に
「
信
仰
に
よ
る
相
対
化
」
と
表
現
し
た
事
象
が
機
能
し

て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
信
仰
を
も
つ
者
に
〈
真
理
〉

が
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
〈
絶
対
的
真
理
〉
と
い
う

わ
け
で
は
な
く
て
、「
そ
の
者
に
と
っ
て
の
真
理
」
で
あ
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

確
か
に
一
四
五
〇
年
以
降
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
、〈
真
理
〉

は
こ
の
世
界
に
も
叫
び
声
あ
る
い
は
呼
び
声
と
し
て
現
れ
る
も
の
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
たk

。
し
か
し
な
が
ら
、そ
れ
は
、

既
に
言
及
し
た
『
神
を
観
る
こ
と
に
つ
い
て
』
に
具
体
的
に
記
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、「
そ
の
者
に
と
っ
て
示
さ
れ
る
真
理
」な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
真
理
に
出
会
っ
た
者
は
そ
れ
が
、
他
の
人
に
対

し
て
も
自
分
と
全
く
同
様
な
も
の
と
し
て
の
そ
れ
に
出
会
う
べ
き
で



15 ――― 東西宗教研究　第 17 号・2018 年

ム
ハ
ン
マ
ド
に
適
用
す
る
、
こ
のpia interpretatio

と
い
う
解
釈
法

は
、
そ
れ
が
上
述
の
よ
う
な
基
本
構
造
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え

に
、
よ
り
大
き
な
射
程
を
も
ち
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
視
点
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
自
身
も
属
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
側
に
も
妥

当
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。

ム
ハ
ン
マ
ド
に
啓
示
と
し
て
現
れ
た
内
容
と
し
て
の
コ
ー
ラ
ン
を

ム
ハ
ン
マ
ド
自
身
も
完
全
に
は
理
解
で
き
て
お
ら
ず
、
さ
ら
に
コ
ー

ラ
ン
に
は
コ
ー
ラ
ン
の
表
現
を
超
え
た
神
の
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る

と
い
う
想
定
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
書
の
理
解
に
も
適
用
さ

れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
個
人
に
つ
い

て
も
、
こ
の
こ
と
は
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。
実
は
、『
信
仰
の
平
和
』

の
冒
頭
に
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
が
ト
ル
コ
に
よ
っ
て
占

領
さ
れ
た
と
い
う
報
に
接
し
た
、
そ
の
地
を
か
つ
て
訪
れ
た
こ
と
の

あ
る
或
る
人
物
（
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
こ
と
で
あ
ろ
う
）
が
、
深
甚
な
悲

嘆
に
打
た
れ
つ
つ
神
に
祈
っ
て
、
諸
宗
教
の
儀
礼
の
多
様
性
ゆ
え
に

き
わ
め
て
凶
暴
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
迫
害
を
、
神
の
慈
悲
に
よ
っ

て
制
止
し
て
ほ
し
い
と
願
い
続
け
た
と
こ
ろ
、
数
日
後
に
こ
れ
か
ら

pretatio

を
コ
ー
ラ
ン
の
内
容
に
適
用
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教

の
教
え
と
共
通
す
る
も
の
を
コ
ー
ラ
ン
の
中
に
見
出
し
て
ゆ
き
、
そ

の
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
間
に
平
和
的
共
存
が

成
立
す
る
こ
と
を
念
願
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
は
さ
ら
に
、
こ
の
解
釈
法
をpia interpretatio

と
名
付
け
た
の

に
は
ク
ザ
ー
ヌ
ス
独
自
の
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。
彼
の
長
上
た
る
教
皇
は
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に

十
字
軍
を
も
っ
て
軍
事
的
に
ト
ル
コ
を
攻
略
す
る
こ
と
を
意
図
し
続

け
て
い
た
ピ
ウ
ス
二
世
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
皇
に
、
あ
な
た
の
名
前

の
も
つ
意
味
に
忠
実
に
、
こ
のpia interpretatio
と
い
う
解
釈
法
に

の
っ
と
っ
て
コ
ー
ラ
ン
を
解
釈
し
て
ほ
し
い
と
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
は
言

外
に
呼
び
掛
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
者
の
推
測

は
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
晩
年
に
ま
と
め
た
『
全
面
的
改
革
』
に
お
い
て

彼
が
、
教
皇
庁
内
の
各
役
職
者
は
、
そ
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
く
生
き

ね
ば
な
ら
な
い
と
、
述
べ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ

る
で
あ
ろ
うn

。

さ
ら
に
、
い
わ
ば
〈
覚
知
的
無
知
〉
と
い
う
思
想
を
コ
ー
ラ
ン
と
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代
の
関
連
す
る
思
想
と
い
か
な
る
関
係
に
立
ち
得
る
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
、
短
く
言
及
す
る
。

「
包
括
主
義
」
の
先
駆
で
あ
る

も
し
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
言
う
「
一
つ
の
宗
教
」
が
、
従
来
の
欧
米
の

研
究
者
の
大
方
が
し
て
い
る
理
解
の
よ
う
に
、
現
実
の
キ
リ
ス
ト
教

を
意
味
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
思
想
は
、
現
代

で
は
包
括
主
義inclusivism

と
言
わ
れ
る
も
の
に
分
類
さ
れ
得
る
だ

ろ
う
。
こ
れ
は
、
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
（John H

ick, 1922–2012

）
の

定
義
に
よ
れ
ば
、「
他
宗
教
に
対
し
て
敵
対
的
で
は
な
い
が
、
キ
リ

ス
ト
教
が
完
全
な
神
の
啓
示
と
正
し
い
救
い
の
出
来
事
の
唯
一
の
所

在
で
あ
る
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
」。
こ
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
自

他
と
も
に
認
め
て
い
る
一
人
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者

で
あ
る
デ
コ
ス
タ( G

avin D
’C

osta, 1958–)

で
あ
る
。

「
宗
教
的
多
元
論
」
の
先
駆
者
で
あ
る

も
し
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
言
う
「
一
つ
の
宗
教
」
が
、
論
者
が
本
稿
で

述
べ
る
よ
う
な
観visio

が
現
れ
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
以
下
に
書

き
記
す
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら

に
は
、本
稿
冒
頭
近
く
で
言
及
し
た
、神
か
ら
の
賜
物
と
し
て
の
〈
覚

知
的
無
知
〉 docta ignorantia

の
思
想
も
同
様
に
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
か
ら
の
帰
途
の
船
上
で
得
た
も
の
で
あ

っ
た
。

す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
総
体
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
キ
リ

ス
ト
教
に
お
け
る
理
解
が
足
り
て
い
な
い
こ
と
が
残
っ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
ク
ザ
ー
ヌ
ス
個
人
に
つ
い
て
も
、
そ

の
得
た
も
の
が
真
理
を
含
み
つ
つ
も
、
そ
こ
に
は
彼
自
身
も
気
づ
か

な
い
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
奇
異
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
ク
ザ
ー

ヌ
ス
の
思
考
に
忠
実
な
理
解
に
な
る
と
、
論
者
は
考
え
て
い
る
。

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
宗
教
寛
容
の
思
想
の
現
代
的
意
義

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
宗
教
寛
容
の
思
想
は
、
現
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覚
知
的
無
知docta ignorantia

に
お
い
て
把
握
さ
れ
え
な
い
仕
方
で

抱
擁 ( am

plecterer) 

さ
れ
る
の
で
あ
る
」。(D

e docta ignorantia, III, 

Epistola, n. 263 

［
岩
崎
・
大
出
訳
『
知
あ
る
無
知
』〔
一
九
六
六
年
、

創
文
社
刊
〕
二
二
〇
頁
］）。
な
お
、
以
下
の
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
著
作
に
つ

い
て
の
引
用
箇
所
等
の
指
示
は
、
い
ず
れ
も
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
版
ク

ザ
ー
ヌ
ス
全
集 N

icolai de Cusa O
pera O

m
nia,  Iussu et Auctoritate 

A
cadem

iae Litterarum
 H

eidelbergensis, A
d codicum

 fidem
 edita 

( Lipsiae et H
am

burgi 1932–) 

に
依
拠
す
る
。

2
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
彼
の
晩
年
の
著
書
『
コ
ー
ラ
ン
の
精
査
』

C
ribratio A

lkorani

（
一
四
六
一
年
）
の
前
書
き
に
記
さ
れ
て
い
る
。

3
 

事
実
、
そ
の
後
ト
ル
コ
は
勢
力
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
上
を
西
に
向
か
っ

て
広
げ
て
、
一
五
〇
〇
年
代
と
一
六
〇
〇
年
代
の
二
度
に
わ
た
っ
て
ウ

ィ
ー
ン
を
包
囲
す
る
ほ
ど
に
な
っ
た
。

4
 

こ
の
辺
り
の
事
情
に
つ
い
て
は
以
下
の
書
物
が
詳
し
い
：
Ｅ
・
モ
イ
テ

ン
著
、
酒
井
修
訳
『
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
』（
一
九
七
四
年
、

法
律
文
化
社
刊
）
一
六
三
頁
以
下
。

5
 

D
e docta ignorantia  I, X

XV
I, ( n. 89) 

［
岩
崎
・
大
出
訳
、
七
五
頁
］。

6
 

ラ
テ
ン
語
のreligio

を
現
代
英
語
のreligion

と
同
じ
よ
う
に
、
そ
し

て
、
そ
れ
の
日
本
語
と
し
て
「
宗
教
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
誤

解
を
生
み
や
す
い
。
こ
の
語
の
元
の
意
味
は
、
制
度
と
し
て
の
宗
教
で

試
み
た
よ
う
に
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
分
有
論
に
拠
る
「
イ
デ
ア
と
し

て
の
一
つ
の
宗
教
」
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の

主
張
は
宗
教
的
多
元
論 religious pluralism

に
分
類
さ
れ
得
る
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
は
、
キ
リ
ス
ト
教
も
含
む
現
存
す
る
諸
宗
教

は
、
い
ず
れ
も
、 「
一
つ
の
宗
教
」
の
下
に
展
開
さ
れ
て
い
る
多
様

な
儀
礼
の
体
系
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
立
場
を
現
代
に
お
い
て

代
表
し
て
き
た
の
は
、
ヒ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
ヒ
ッ
ク
自
身

は
、
現
代
に
存
在
す
る
諸
宗
教
を
「
多
様
な
儀
礼
の
体
系
」
と
し
て

捉
え
る
こ
と
ま
で
は
し
て
い
な
い
。

註

1
 

「
ギ
リ
シ
ア
か
ら
の
帰
途
の
船
上
で
、
あ
ら
ゆ
る
最
善
の
賜
物
の
源
で

あ
る
諸
々
の
光
の
父
か
ら
の
贈
り
も
の
に
導
か
れ
て
―
―
私
に
は
そ
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
だ
が
―
―
、
次
の
よ
う
な
洞
察
に
到
達
し
た
。
す

な
わ
ち
、
把
握
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
、
人
間
の
認
識
能
力
で
知
り
う

る
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
諸
々
の
真
理
を
さ
え
も
超
越
す
る
こ
と
で
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頁
以
下
］): “ non ex operibus, sed ex fide salvationem

 anim
ae…

 U
t 

signa sensibilia veritatis fidei sunt instituta et recepta. Signa autem
 

m
utationem

 capiunt, non signatum
.” 

c
 

Ibid., X
IX

, n. 67 55 

［
八
巻
和
彦
訳
、
六
三
七
頁
］。

d
 

Ibid., I, n. 4, pp. 5, 18; pp. 6, 8 ［
八
巻
和
彦
訳
、
五
八
六
頁
］。

e
 

D
e visione dei, V

I, n. 19 

［
八
巻
和
彦
訳
『
神
を
観
る
こ
と
に
つ
い
て
』

［
二
〇
〇
一
年
、
岩
波
文
庫
］ 

三
六
頁
以
下
］。

f
 

ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
『
信
仰
の
平
和
』
冒
頭
で
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
る
：

D
e pace fidei, I, n. 1, p. 3, 6f: “ob diversum

 ritum
 religionum

 plus 

solito saevit”

（
諸
宗
教
の
多
様
な
儀
礼
の
ゆ
え
に
き
わ
め
て
凶
暴
な
も

の
に
な
っ
て
い
る
こ
の
迫
害
［
八
巻
和
彦
訳
、
五
八
四
頁
］）。

g
 

D
e coniecturis (

お
よ
そ
一
四
四
一
年II, c. XV, n. 149, 8f.

：religio 

intra spiritualitatem
 et tem

poralitatem
 instabiliter fluctuat.

h
 

よ
り
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
〈
周
縁
か
ら
の
眼
差

し
〉―
―D

e concordantia catholica

か
らIdiota

篇
へ
」（『
文
化
論
集
』

第
五
号
、一
九
九
四
年
所
収
［
近
刊
拙
著
『
ク
ザ
ー
ヌ
ス
思
想
の
射
程
』

（
知
泉
書
館
刊
）
に
所
収
予
定
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

i
 

詳
細
は
、前
掲
拙
稿
「
ク
ザ
ー
ヌ
ス
に
お
け
る
〈
周
縁
か
ら
の
眼
差
し
〉」

を
参
照
さ
れ
た
い
。

j
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
論
者
は
す
で
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
以
下

は
な
く
、
そ
の
内
実
を
な
す
「
信
仰
心
」
と
か
「
宗
教
心
」
で
あ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
「
宗
教
心
」
と
表
記
す
る
。

7
 

D
e m

ente, XV, n. 159, 6–9: “C
onnata religio, quae hunc innum

er-

abilem
 populum

 in hoc anno Rom
am

 et te philosophum
 in vehe-

m
entem

 adm
irationem

 adduxit, quae sem
per in m

undo in m
odo-

rum
 diversitate apparuit.”

8
 

D
e pace fidei, X

III, n. 45, p. 42, 8-10: “haec spes om
nibus com

m
u-

nis est ex connato desiderio, ad quam
 sequitur religio, quae parifor-

m
iter om

nibus consequenter connata existit.” 

［
八
巻
和
彦
訳
『
信
仰

の
平
和
』（「
中
世
思
想
原
典
集
成
」
第
一
七
巻
〔
一
九
九
二
年
、
平
凡

社
刊
〕
六
一
九
頁
］（
下
線
は
引
用
者
）。

9
 

Ibid., I, n. 6, p. 7, 10f. 

［
八
巻
和
彦
訳
、
五
八
七
頁
］: “ cognoscent 

om
nes quom

odo non est nisi religio una in rituum
 varietate.”

（
多

様
な
儀
礼
の
中
に
一
つ
の
宗
教
心
が
〔
現
に
〕
存
在
し
て
い
る
こ
と
を

万
人
が
認
識
す
る
は
ず
だ
）。

0
 

こ
こ
で
はreligio

と
い
う
語
を
、「
制
度
と
し
て
の
宗
教
」
の
意
味
を

中
心
に
理
解
す
る
。

a
 

ク
ザ
ー
ヌ
ス
自
身
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
こ
の
著
作
で
論
及
し
て
い
る

（D
e pace fidei, XV

III, n. 66 ［
八
巻
和
彦
訳
、
六
三
六
頁
以
下
］）。

b
 

D
e pace fidei, XV

I, n. 55, p. 51, 12f.; 52, 1f. ［
八
巻
和
彦
訳
、
六
二
七
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の
拙
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
：
八
巻
和
彦
「『
文
明
の
衝
突
』
の
時
代
の

宗
教
寛
容
論
」（『
宗
教
研
究
』
第345

号
〔
二
〇
〇
五
年
、
日
本
宗
教

学
会
刊
二
〇
一
～
二
〇
五
頁
）［
近
刊
拙
著『
ク
ザ
ー
ヌ
ス
思
想
の
射
程
』

（
知
泉
書
館
刊
）
に
所
収
予
定
〕。

k
 

こ
の
こ
と
は
、
上
掲
の
『
精
神
に
つ
い
て
』
も
含
ま
れ
る
一
四
五
〇
年

夏
に
著
さ
れ
たIdiota
篇
四
部
作
に
、
と
り
わ
け
こ
れ
の
第
一
巻
『
知

恵
に
つ
い
て
』Idiota de sapientia

の
冒
頭
に
顕
著
で
あ
る
（
小
山
宙

丸
訳
「
知
恵
に
関
す
る
無
学
者
の
対
話
一
二
〇
一
年
」
第
一
巻
〔「
中

世
思
想
原
典
集
成
」
第
一
七
巻
〔
一
九
九
二
年
、
平
凡
社
刊
〕
五
四
二

頁
以
下
〕）。

l
 

C
ribratio A

lkorani, A
lius prologus, n. 16, 1.

m
 

Ibid., II, X
IX

, n. 158, 4-8.

n
 

R
eform

atio generalis, n. 11, 3f.: “quisque…
 iuxta etym

ologiam
 

nom
inis sui et eius causam

 canonice vivat. D
iffinitur enim

 vita 

cuiuslibet in nom
inis eius diffinitione.”

や
ま
き
・
か
ず
ひ
こ

早
稲
田
大
学
名
誉
教
授
・
桐
朋
学
園
大
学
特
任
教
授

 


