
 
本
号
及
び
本
号
に
所
収
の
深
井
氏
の
論
文
（
220
頁–

235
頁
）
は
、
東
洋
英
和
女
学
院
大
学
の
調
査
委
員
会
の
調
査
結
果
が
出
る
以
前
に
執
筆
、
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
ま
た
当
研
究
所
と
し
て
は
現
時
点
で
は
調
査
対
象
と
な
っ
て
い
る
著
書
及
び
論
文
に
関
連
す
る
内
容
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
の
判
断
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
〇
一
九
年
五
月
二
十
二
日 

言
語
文
化
研
究
所
所
長  
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ド
イ
ツ
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
は
何
で
あ
る
の
か深

　
井
　
智
　
朗

は
じ
め
に

　
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
へ
の
答
え
は
、「
果
た
し

て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
総
称
し
得
る
キ
リ
ス
ト
教
の
宗
派
が
存
在
す
る
の

か
」
と
い
う
問
い
を
さ
ら
に
生
み
出
し
、
多
く
の
場
合
曖
昧
で
、
暫
定
的

な
答
え
を
提
示
す
る
こ
と
に
終
始
し
て
い
る
。
そ
も
そ
もP

ro
testan

tes

、

あ
る
い
はd

ie P
ro

testan
ten

と
い
う
言
葉
自
体
が
、
他
の
キ
リ
ス
ト
教

の
宗
派
か
ら
自
ら
を
区
別
し
、
独
自
の
宗
教
的
主
張
を
展
開
し
、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
形
成
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
概
念
で
は
な
い
。
こ

れ
は
一
五
二
九
年
四
月
、
シ
ュ
パ
イ
ア
ー
で
の
帝
国
議
会
で
取
り
扱
わ
れ

た
福
音
の
内
容
に
関
す
る
議
論
の
中
で
提
示
さ
れ
た
十
九
の
「
抗
議
」
に

賛
同
し
た
帝
国
等
族
を
議
事
録
に
記
す
際
に
用
い
ら
れ
た
法
的
概
念
で
あ

り
1
、
宗
派
の
旗
揚
げ
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
自
己
認
識
で
は
な
い
。
そ

れ
は
「
抗
議
す
る
等
族
た
ち
」、「
抗
議
す
る
者
た
ち
」
を
単
純
に
意
味
し

て
い
た
。

　

こ
こ
で
こ
れ
以
上
定
義
の
問
題
に
留
ま
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
は
、
一
五
一
七
年
以
降
、
印
刷

物
な
ど
に
よ
っ
て
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
知
識
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で

広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
主
張
、
と
り
わ

け
聖
書
の
権
威
に
つ
い
て
の
解
釈
に
何
ら
か
の
仕
方
で
宗
教
的
に
、
ま
た

歴
史
的
に
接
続
可
能
な
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
と
を
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
と

呼
ぶ
、
と
暫
定
的
に
答
え
た
い
。
ま
た
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
「
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
は
、
こ
の
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
と
呼
ば
れ
た
宗
派

の
神
学
体
系
、
あ
る
い
は
そ
の
宗
派
に
属
す
る
者
た
ち
の
宗
教
的
思
想
や

実
践
が
生
み
出
し
た
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
、
文
化
的
影
響
の
総
称

で
あ
る
。

	
特
集
●
ド
イ
ツ
美
術
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
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特
に
ア
メ
リ
カ
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
日
本
で
も
定
着
し
た

P
ro

testan
t

と
い
う
呼
び
名
は
、
ド
イ
ツ
で
は
一
般
的
な
用
語
と
は
言
え

な
い
。
法
的
に
こ
の
用
語
の
使
用
を
禁
じ
て
い
た
時
代
も
あ
る
。
そ
の
た

め
、
こ
の
呼
び
名
を
あ
え
て
用
い
る
場
合
に
は
特
定
の
宗
教
的
・
政
治
的

立
場
を
表
明
す
る
こ
と
に
な
り
、
一
般
に
は
伝
統
的
なE

van
gelici

と
い

う
言
葉
に
基
づ
き
、E

van
gelisch

と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
「
福

音
主
義
」、「
福
音
派
」
と
訳
す
と
、
ア
メ
リ
カ
社
会
に
強
い
影
響
力
を
持

つ
宗
教
的
勢
力
と
し
て
の
「
福
音
派
」
と
混
同
し
や
す
い
の
で
、
こ
こ
で

は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
で
統
一
し
た
い
。

Ⅰ　

歴
史
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

宗
教
改
革
と
宗
教
改
革
と
い
う
神
話

　

一
五
一
七
年
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
と
は
ど
の
よ
う
な
宗
教
な
の
か
。
今
日
で
も
わ
が
国
に
流
布

し
て
い
る
説
明
は
、
お
そ
ら
く
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
統
一
と
明
治
維
新

後
の
日
独
の
政
治
的
交
流
の
影
響
を
強
く
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
遅
れ
て
き
た
大
国
」
ド
イ
ツ
が
一
八
七
一
年
に
悲
願
の
統
一
を
果
た

し
た
際
、
新
し
く
生
ま
れ
た
ラ
イ
ヒ
は
、
統
一
国
家
と
し
て
の
グ
ラ
ン
ド

デ
ザ
イ
ン
、
あ
る
い
は
何
よ
り
も
新
た
な
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
必
要
と
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
こ
の
領
土
が
ド
イ
ツ
と
呼
ば

れ
る
の
か
、
と
い
う
国
内
の
問
い
へ
の
答
え
で
あ
り
、
同
時
に
い
ち
早

く
近
代
化
を
成
し
遂
げ
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
に
対
抗
で
き
る
、

「
偉
大
な
る
ド
イ
ツ
」
を
誇
れ
る
よ
う
な
理
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　

一
八
七
一
年
の
統
一
で
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
排
除
さ
れ
た
。
そ
の
た

め
ド
イ
ツ
語
と
い
う
共
通
言
語
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
の
形
成
は
既
に
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
統
一
を
決
定

付
け
た
の
は
長
年
の
敵
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
へ
の
勝
利
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

こ
そ
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
の
淵
源
は
、
一
六
世
紀
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対

し
て
戦
い
、
近
代
的
な
自
由
の
基
礎
を
作
り
上
げ
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ

ー
と
そ
の
宗
教
改
革
に
遡
る
と
い
う
地
政
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
浮
上
し
た
。

な
ぜ
な
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ド
イ
ツ
語
圏
だ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
な
の
で
今
回

の
統
一
か
ら
は
排
除
さ
れ
る
と
説
明
で
き
る
し
、
長
年
の
敵
で
あ
る
フ
ラ

ン
ス
も
ま
た
、
ま
さ
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
地
域
だ
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

皇
帝
の
正
枢
密
顧
問
官
で
、
ベ
ル
リ
ン
大
学
神
学
部
教
授
で
あ
っ
た
ア

ド
ル
フ
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ル
ナ
ッ
ク
は
、
十
七
世
紀
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
革
命

よ
り
、
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
革
命
よ
り
も
早
く
近
代
的
な
自
由
を
主
張

し
た
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
と
い
う
歴
史
解
釈
を
提
供
し
た
。

つ
ま
り
こ
の
時
代
、
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
と
そ
の
宗
教
改
革
の
精
神
は

宗
教
的
に
と
い
う
よ
り
は
、
政
治
的
に
再
発
見
さ
れ
た
。

　

そ
ん
な
宗
教
改
革
の
政
治
的
利
用
が
主
流
で
あ
っ
た
統
一
後
ま
も
な
い

ド
イ
ツ
に
、
明
治
維
新
後
の
日
本
か
ら
、
そ
の
後
の
国
造
り
に
貢
献
す
る

こ
と
に
な
る
多
く
の
優
秀
な
若
者
た
ち
が
留
学
し
、
ド
イ
ツ
風
の
学
問
を

持
ち
帰
っ
た
。
だ
か
ら
か
つ
て
の
世
界
史
の
教
科
書
に
、
一
五
一
七
年
一

〇
月
三
一
日
に
修
道
士
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
、
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
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城
の
教
会
の
入
口
に
九
五
箇
条
の
提
題
を
張
り
出
し
た
時
に
宗
教
改
革
が

始
ま
り
、
腐
敗
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
を
批
判
し
ル
タ
ー
の
よ
っ
て
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
が
起
こ
さ
れ
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
化
に
寄

与
し
た
、
な
ど
と
書
か
れ
て
い
た
と
し
て
も
決
し
て
不
思
議
な
こ
と
で
は

な
い
。
そ
れ
は
歴
史
で
あ
る
前
に
一
八
七
一
年
の
ド
イ
ツ
統
一
の
た
め
の

建
国
神
話
で
あ
っ
た
。

　

今
日
、
一
五
一
七
年
に
ル
タ
ー
が
こ
の
提
題
を
教
会
の
入
口
に
張
り
出

し
た
と
考
え
る
歴
史
家
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
十
八
世
紀
の
終
わ
り
に
ル

タ
ー
が
ハ
ン
マ
ー
で
こ
の
提
題
を
貼
り
付
け
て
い
る
絵
が
何
枚
も
書
か
れ

た
が
、
そ
れ
は
政
治
的
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
提
題

は
書
簡
と
と
も
に
読
ま
れ
る
べ
き
相
手
に
郵
送
さ
れ
た
。
そ
し
て
添
付
さ

れ
た
提
題
は
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
以
後
急
速
に
発
展
し
た
印
刷
技
術
に
よ
っ

て
、
ま
た
た
く
ま
に
複
製
が
作
成
さ
れ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
に
、
当
時
の
知
識

人
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
誕

生
し
た
、
と
い
う
説
明
も
誤
解
を
招
き
や
す
い
。
ル
タ
ー
は
自
ら
が
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
だ
と
言
っ
た
こ
と
は
な
い
し
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
新

し
い
宗
派
を
立
ち
上
げ
た
と
宣
言
し
た
こ
と
も
な
い
。
ロ
ー
マ
を
中
心
に

し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
を
カ
ト
リ
ッ
ク
と
呼
ぶ
な
ら
、
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
一
部
で
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。「
宗
教
改

革
」
と
い
う
翻
訳
が
よ
く
な
い
。
ド
イ
ツ
語
で
はR

efo
rm

atio
n

と
い
う

が
、R

e

は
「
再
び
」、fo

rm
atio

n

は
「
形
成
す
る
」
と
か
、「
形
を
整
え

る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
ル
タ
ー
が
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
新

し
い
宗
派
の
立
ち
上
げ
で
は
な
く
、
制
度
疲
労
を
起
こ
し
て
い
る
教
会
の

救
済
シ
ス
テ
ム
の
修
理
や
立
て
直
し
で
あ
っ
た
。

宗
教
改
革
と
﹁
改
革
の
さ
ら
な
る
改
革
﹂

　

と
こ
ろ
が
ル
タ
ー
の
発
言
は
、
彼
の
意
図
に
反
し
て
、
こ
の
時
代
の
教

会
の
み
な
ら
ず
、
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
や
帝
国
を
構
成
す
る
各
領
邦
の
領
主

た
ち
を
巻
き
込
ん
だ
大
論
争
に
発
展
し
た
。
そ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
て

い
る
。
ル
タ
ー
が
教
皇
も
公
会
議
も
誤
る
可
能
性
が
あ
る
と
述
べ
た
か
ら

だ
。
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
れ
ま
で
ロ
ー
マ
の
バ
チ
カ
ン
に

い
る
教
皇
を
頂
点
と
す
る
組
織
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教

と
は
こ
の
教
皇
、
あ
る
い
は
教
皇
の
名
に
よ
っ
て
公
に
さ
れ
た
教
え
に
従

っ
て
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
後
は
天
国
に
行
く
こ
と
が
約
束
さ
れ
る

シ
ス
テ
ム
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
ル
タ
ー
は
、
こ
の
教
皇
も
、
教
会
の
も
っ
と
も
権
威
あ
る
決

定
機
関
で
あ
る
公
会
議
も
誤
る
可
能
性
が
あ
る
と
発
言
し
、
教
皇
の
権
威

を
相
対
化
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
発
言
は
制
度
の
修
復
や
再
形

成
を
超
え
て
、
さ
ら
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
へ
と
向
か
う
可
能
性
を
含
ん

で
い
た
。

　

教
皇
で
な
い
な
ら
何
が
権
威
を
も
つ
の
か
。
ル
タ
ー
は
聖
書
だ
と
言
っ

た
。
正
確
に
言
え
ば
ル
タ
ー
は
教
皇
も
公
会
議
も
誤
る
の
で
あ
る
か
ら
、

教
皇
も
含
め
み
な
聖
書
に
基
づ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張

し
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
聖
書
の
み
」
と
い
う
ル
タ
ー
の
考
え
で
あ
る
。



ドイツにおいてプロテスタントとは何であるのか

223

そ
し
て
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
聖
書
の
解
釈
（
つ
ま
り
は
正
し
い
読
み
方
）

は
教
皇
だ
け
が
決
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
対
し
て
、
ル
タ

ー
は
誰
で
も
教
皇
と
同
じ
よ
う
に
自
由
に
聖
書
を
読
み
、
解
釈
し
て
よ
い

と
も
言
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
自
由
化
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
教
皇
に
よ
っ
て
独
占
さ
れ
て
い
た
聖
書
解
釈
を
す
べ
て
の
人
に

開
放
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
誰
で
も
教
皇
の
よ
う

に
聖
書
を
読
ん
で
、
そ
れ
を
解
釈
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

う
な
る
と
、
理
論
上
は
聖
書
を
読
ん
だ
人
数
分
だ
け
、
解
釈
が
生
じ
る
こ

と
に
な
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
教
皇
た
だ
ひ
と
り
の
解
釈
に
よ
る
た

だ
一
つ
の
教
え
が
あ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
違
っ
て
、
聖
書
の
各
自
の
解
釈

に
よ
っ
て
ひ
た
す
ら
分
裂
す
る
宗
教
と
な
っ
た
。
み
な
が
小
教
皇
の
よ
う

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

ル
タ
ー
自
身
が
晩
年
に
は
こ
の
問
題
で
悩
ん
で
い
た
。
誰
で
も
聖
書
を

自
由
に
読
む
こ
と
が
で
き
、
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
と
、
ル
タ
ー
自
身
の
聖
書
の
読
み
方
や
彼
の
教
会
再
形
成
の
考
え
に
賛

成
し
な
い
人
々
の
聖
書
の
読
み
方
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
そ
う
な
る
と
ア
ナ
ー
キ
ー
状
態
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
ル
タ

ー
の
改
革
に
賛
成
し
な
い
人
々
が
登
場
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
は
ル
タ
ー
の

改
革
の
不
徹
底
を
主
張
し
、
批
判
し
、「
改
革
の
さ
ら
な
る
改
革
」
を
強

力
に
推
し
進
め
よ
う
と
し
た
。
宗
教
改
革
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
理
解
す

る
際
に
こ
の
二
つ
の
流
れ
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
重
要
だ
。
ル
タ
ー
た

ち
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
「
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
呼

び
、
そ
れ
に
対
し
て
「
改
革
の
さ
ら
な
る
改
革
」
を
主
張
し
た
流
れ
を
「
新

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。

２
つ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

　

ル
タ
ー
は
勇
気
あ
る
改
革
者
と
し
て
登
場
し
、
教
皇
の
命
令
に
従
わ
な

い
な
ら
ば
破
門
だ
と
い
う
バ
チ
カ
ン
の
理
不
尽
な
命
令
に
対
し
て
も
勇
敢

に
戦
っ
た
の
だ
が
、
彼
の
主
張
を
支
持
す
る
人
々
が
増
え
て
ゆ
く
と
、
今

度
は
彼
の
考
え
に
賛
成
し
な
い
人
々
を
社
会
の
秩
序
を
破
壊
す
る
勢
力
と

考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
の
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国

は
、
帝
国
と
い
う
よ
り
は
、
三
百
以
上
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
領
邦
や

帝
国
自
由
都
市
の
集
合
体
で
あ
っ
た
。
領
主
や
自
由
都
市
は
、
経
済
的
な

発
展
に
伴
い
皇
帝
や
教
皇
に
対
し
て
、
自
ら
手
に
し
た
経
済
力
に
ふ
さ
わ

し
い
政
治
的
権
利
も
要
求
す
る
よ
う
に
な
り
、
皇
帝
の
側
で
は
帝
国
維
持

の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
譲
歩
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
領
主
や
帝
国
自
由
都
市
は
、
従
来
は
皇
帝
に
属
す
る

は
ず
の
国
の
宗
教
の
決
定
と
い
う
問
題
を
自
ら
の
権
力
の
ひ
と
つ
と
考
え

る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
ま
ま
カ
ト
リ
ッ
ク
に
と
ど
ま
る
こ
と

と
、
ル
タ
ー
た
ち
の
改
革
を
受
け
入
れ
る
の
と
ど
ち
ら
が
自
ら
の
統
治
に

資
す
る
こ
と
に
な
る
か
を
、
宗
教
的
に
で
は
な
く
、
政
治
的
に
判
断
し
、

決
定
し
た
。

　

政
治
的
支
配
者
は
宗
教
を
必
要
と
し
て
い
た
。
政
治
と
は
支
配
の
正
当
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性
で
あ
る
。
し
か
し
王
や
皇
帝
は
支
配
の
正
当
性
を
自
ら
説
明
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
近
代
の
民
主
主
義
的
な
国
家
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
選
挙
が

担
保
し
て
く
れ
る
。
王
や
皇
帝
は
選
挙
で
選
ば
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、

「
神
が
あ
な
た
を
王
と
し
て
立
て
た
」
と
い
う
宗
教
的
権
威
者
の
お
墨
付

き
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
バ
チ
カ
ン
の
教
皇
が
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に

強
い
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
皇
帝
は
教
皇
に
よ

る
載
冠
を
も
っ
て
そ
の
職
務
に
つ
け
る
。
だ
か
ら
政
治
的
支
配
者
は
ひ
と

つ
の
宗
教
だ
け
を
保
護
し
、
そ
の
教
会
を
建
て
る
。
教
会
と
は
神
聖
ロ
ー

マ
帝
国
で
は
領
主
の
も
の
で
あ
っ
た
。
宗
教
が
バ
ラ
バ
ラ
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
神
が
「
あ
な
た
を
王
と
し
て
立
て
た
」
と
言
い
出
し
た
ら
国
の
統
一
は

保
た
れ
な
い
。
ひ
と
つ
の
宗
教
を
領
民
の
全
て
が
信
じ
て
い
て
、
そ
の
神

が
「
あ
な
た
こ
そ
王
だ
」
と
言
っ
て
く
れ
た
ら
こ
の
宗
教
的
ド
ラ
マ
は
政

治
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
政
治
的
支
配
者
は
も
っ

と
も
使
い
勝
手
の
よ
い
宗
教
を
選
び
た
か
っ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
宗
教
の
側
で
も
政
治
的
支
配
者
に
、

自
分
た
ち
は
政
治
的
に
使
い
勝
手
の
よ
い
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル

す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
後
進
勢
力
で
あ
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
イ
メ
ー
ジ

戦
略
で
臨
ん
だ
。
だ
か
ら
ル
タ
ー
の
改
革
は
基
本
的
に
は
政
治
的
支
配
者

に
寄
り
添
う
宗
教
と
な
っ
た
。
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト
教
の
「
再

構
築
」
と
い
う
立
場
を
定
着
さ
せ
、
自
ら
が
本
来
あ
る
べ
き
正
統
的
な
キ

リ
ス
ト
教
だ
と
主
張
し
た
ル
タ
ー
や
他
の
改
革
者
た
ち
も
、
領
邦
の
宗
教

と
し
て
採
用
さ
れ
る
と
、
歴
史
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
改
革
勢
力
と
同
様

に
体
制
化
し
、
保
守
化
し
た
。「
前
衛
」
は
戦
い
を
経
て
「
後
衛
」
に
な
る
。

改
革
を
主
張
し
て
い
た
人
々
が
、
今
度
は
新
た
な
改
革
に
対
し
て
守
り
に

徹
す
る
よ
う
に
な
る
。
政
治
的
勢
力
と
結
び
つ
く
こ
と
で
あ
る
程
度
安
定

し
た
ポ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
得
た
こ
と
で
、
さ
ら
な
る
改
革
や
批
判
を
受
け
容

れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
だ
。
ル
タ
ー
た
ち
は
改
革
よ
り
は
、
守
り
に
徹
す

る
よ
う
に
な
る
。
領
邦
の
政
治
的
支
配
者
と
と
も
に
、
自
ら
の
聖
書
の
解

釈
に
反
対
す
る
勢
力
を
排
除
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ル
タ

ー
の
改
革
の
不
徹
底
さ
を
批
判
す
る
「
改
革
の
さ
ら
な
る
改
革
」
を
主
張

す
る
勢
力
、
つ
ま
り
「
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
は
、
ル
タ
ー
の
保

守
化
を
嘆
き
、
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
改
革
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
体
制
化
し
た
宗
教
改
革
の
運
動
と
は
違

い
、
個
々
人
が
主
体
的
に
信
じ
る
自
由
、
具
体
的
に
は
自
由
に
宗
教
（
あ

る
い
は
教
会
）
を
設
立
し
、
そ
の
信
者
と
な
る
権
利
を
要
求
し
た
。
今
日

で
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
信
教
の
自
由
で
あ
る
が
、
こ

の
時
代
は
そ
の
よ
う
な
権
利
を
人
々
は
ま
だ
手
に
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、

自
由
に
教
会
を
作
る
権
利
な
ど
と
い
う
考
え
は
、
社
会
の
統
一
だ
け
で
は

な
く
、
教
会
の
一
致
を
も
破
壊
す
る
恐
ろ
し
い
考
え
方
だ
と
さ
れ
て
い
た
。

だ
か
ら
「
改
革
の
さ
ら
な
る
改
革
」
を
主
張
す
る
者
た
ち
は
政
治
的
な
支

配
者
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
改
革
者
た
ち
か
ら
も
批
判
さ
れ
、
排
除
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
宗
教
制
度
の
建
て
直
し
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
、
結
局
古
い
社
会
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
近
代

世
界
の
成
立
に
寄
与
し
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、「
改
革
の
さ
ら

な
る
改
革
」
を
主
張
す
る
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
勢
力
は
、
宗
教
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改
革
の
最
初
の
担
い
手
で
体
制
側
の
宗
教
に
な
っ
た
ル
タ
ー
や
改
革
者
た

ち
に
と
っ
て
は
、
社
会
秩
序
の
基
盤
や
、
社
会
の
統
一
を
乱
す
厄
介
者
だ

っ
た
。
だ
か
ら
彼
ら
を
社
会
か
ら
追
い
出
し
た
。
そ
の
た
め
新
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
政
治
的
支
配
に
は
批
判
的
に
な
り
、
そ
れ
と
は
明
確

に
距
離
を
取
り
、
む
し
ろ
政
府
や
統
治
者
の
過
ち
を
は
っ
き
り
と
批
判
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

近
代
世
界
の
成
立
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
、
ま
た
近
代
の
さ
ま
ざ
ま
な

自
由
思
想
、
人
権
、
抵
抗
権
、
良
心
の
自
由
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
形
成
に

寄
与
し
、
あ
る
い
は
そ
の
担
い
手
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
カ

ト
リ
ッ
ク
や
ル
タ
ー
派
、
そ
し
て
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
い
じ
め
抜
か
れ
、

排
除
さ
れ
、
迫
害
を
受
け
て
き
た
改
革
の
さ
ら
な
る
改
革
を
主
張
し
た
勢

力
で
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
、
ゲ
オ
ル
ク
・
イ
ェ
リ
ネ
ッ
ク
、
マ
ッ

ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
が
注
目
し
た
の
は
、
こ
の
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
で
あ
る
。

　

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
は
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
。
ル
タ

ー
の
改
革
の
流
れ
を
直
接
受
け
継
ぎ
、
ド
イ
ツ
や
北
欧
を
中
心
に
広
ま
っ

た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
、
ル
タ
ー
た
ち
の
改
革
を
不
満
に
思
い
改
革
の
さ

ら
な
る
改
革
を
主
張
し
、
ル
タ
ー
た
ち
か
ら
排
除
さ
れ
た
新
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
世
界
を
経
由
し
て
、

主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
に
広
ま
っ
た
。

　

こ
の
違
い
を
見
極
め
る
こ
と
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
特
徴
を
理
解
す
る

た
め
に
は
重
要
で
あ
る
。
ル
タ
ー
の
改
革
は
最
終
的
に
は
国
家
に
寄
り
添

う
保
守
派
と
な
り
、
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
逆
に
国
家
や
国
家
の

保
護
す
る
教
会
と
対
立
す
る
勢
力
と
な
っ
た
。

Ⅱ　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
「
ル
タ
ー
派
」
と
は
何
か

一
七
一
七
年
︱
宗
教
改
革
二
百
年

　

ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
で
の
あ
の
出
来
事
か
ら
す
で
に
二
百
年
が
経
過
し

た
一
七
一
七
年
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
国
は
宗
教
改
革
二
百
年
を
祝
っ

た
。
三
〇
年
も
の
間
続
い
た
宗
派
争
い
は
、
一
六
四
八
年
に
ミ
ュ
ン
ス
タ

ー
講
和
条
約
と
オ
ス
ナ
ブ
リ
ュ
ッ
ク
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
た
こ
と
で
ひ

と
ま
ず
終
結
し
、
そ
れ
か
ら
既
に
五
〇
年
が
経
過
し
て
い
た
。「
ウ
エ
ス

ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
れ
ら
の
講
和
に
よ
っ

て
、
争
い
は
あ
る
程
度
お
さ
ま
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
条
約
は
神
聖
ロ

ー
マ
帝
国
の
「
死
亡
診
断
書
」
と
も
呼
ば
れ
る
通
り
、
皇
帝
は
権
力
を
失

い
、
三
百
以
上
の
領
邦
国
家
が
分
立
す
る
時
代
を
迎
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
六
四
八
年
の
講
和
で
は
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教
平
和
の
内
容
が
確

認
さ
れ
、
さ
ら
に
は
領
主
が
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
自
ら
の
宗
教
と
し
て
選

択
す
る
こ
と
も
法
的
に
可
能
に
な
っ
た
。
ま
た
領
邦
は
主
権
と
外
交
権
と

を
認
め
ら
れ
た
。

　

宗
教
改
革
二
百
年
の
祝
賀
行
事
も
、
百
年
前
に
比
べ
れ
ば
冷
静
で
あ
っ

た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
領
邦
で
は
記
念
礼
拝
が
一
〇
月
三
一
日
に
行
わ

れ
た
。
社
会
の
安
定
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
で
は
記
念
の

タ
ー
ラ
ー
銀
貨
が
発
売
さ
れ
、
ク
ラ
イ
ル
ス
ハ
イ
ム
で
は
当
時
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
で
も
っ
と
も
高
い
と
言
わ
れ
た
市
庁
舎
の
塔
が
完
成
し
、
そ
れ
が
宗
教

改
革
二
百
年
を
記
念
し
て
献
堂
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
中
で
祝
わ
れ
た
宗
教
改
革
二
百
年
の
記
念
は
、
ル
タ
ー
派

の
歴
史
的
・
社
会
的
性
格
を
決
定
付
け
る
重
要
な
祝
い
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ル
タ
ー
派
と
文
化
の
関
係
を
考
え
る
場
合
に
も
意

味
深
い
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時
代
、
宗
教
を
め
ぐ
る
戦
い
の
中

で
、
多
く
の
血
が
流
さ
れ
、
領
土
が
荒
れ
果
て
た
記
憶
と
心
の
傷
は
、
五

〇
年
で
は
癒
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ど
ち
ら
の
宗
派
が
宗
教
的
に
正
当
で
あ

る
か
と
い
う
議
論
は
続
い
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
相
手
を
単
純
に

批
判
し
た
り
、
威
嚇
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
く
な
っ
た
が
、
よ

り
明
確
な
差
別
化
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
宗
派
が
、
各
領
邦
の
領
主
に
と
っ
て
自
分
た
ち
は
ど
れ
ほ
ど
政
治

的
に
使
い
勝
手
の
よ
い
、
役
に
立
つ
宗
教
で
あ
る
か
を
自
ら
宣
伝
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
各
宗
派
の
宗
教
的
正
当
性
を
争
う
と
い
う
よ
り

は
、
そ
の
宗
派
を
領
主
た
ち
が
採
用
す
る
こ
と
の
政
治
的
利
益
に
関
心
は

移
っ
て
い
た
。

　

と
り
わ
け
ル
タ
ー
派
は
そ
の
点
に
お
い
て
ぬ
か
り
は
な
く
、
ザ
ム
エ

ル
・
フ
ラ
イ
ヘ
ル
・
フ
ォ
ン
・
プ
ー
フ
ェ
ン
ド
ル
フ
が
言
う
よ
う
に
、

「
こ
れ
以
上
に
君
主
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
仕
方
で
一
般
的
に
広
ま
っ
た

宗
教
は
な
か
っ
た
」2
。
そ
の
た
め
ル
タ
ー
派
は
バ
チ
カ
ン
と
結
び
つ
き
、

イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
違
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

や
ロ
マ
ン
主
義
が
注
目
し
た
「
ド
イ
ツ
的
な
も
の
」
と
深
く
結
び
つ
く
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
経
過
の
中
で
、
ル
タ
ー
派
教
会
と
そ
の
聖
職

者
た
ち
は
、
自
ら
の
信
念
の
た
め
に
戦
い
も
辞
さ
な
い
ル
タ
ー
派
と
い
う

強
権
的
な
イ
メ
ー
ジ
よ
り
は
、
文
化
的
で
教
養
豊
か
な
ル
タ
ー
派
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
の
構
築
に
力
を
注
ぐ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
宗
教
改
革

二
百
年
の
記
念
の
最
大
の
特
徴
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

た
と
え
ば
、
宗
教
改
革
百
年
の
時
に
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る

が
、
一
七
一
七
年
に
宗
教
改
革
二
百
年
を
祝
っ
た
後
で
、
一
七
二
二
年
に

な
っ
て
ル
タ
ー
訳
新
約
聖
書
完
成
か
ら
二
百
年
も
記
念
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
は
教
養
宗
教
と
し
て
の
ル
タ
ー
派
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ

う
。
ル
タ
ー
の
ド
イ
ツ
語
へ
の
聖
書
翻
訳
は
、
宗
教
的
な
意
味
を
超
え
て
、

文
化
的
な
意
味
を
持
っ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
語
文
法
の
統
一
や
識
字
率
の
向

上
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
自
覚
と
、
信
徒
が
自
由
に
聖
書
を
読
ん
だ
り

解
釈
し
た
り
す
る
こ
と
に
積
極
的
で
は
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
批
判
な
の

で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
﹁
就
学
義
務
令
﹂

　

宗
教
改
革
か
ら
二
百
年
の
ル
タ
ー
派
が
自
ら
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
と
し
て

も
っ
と
も
力
を
入
れ
た
の
は
、
文
化
的
な
教
養
宗
教
と
し
て
の
ル
タ
ー
派

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
で
あ
っ
た
。
そ
の
も
っ
と
も
象
徴
的
な
出
来
事

は
、
ル
タ
ー
派
の
領
邦
で
あ
る
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
・
プ
ロ
イ
セ
ン
選
帝

侯
領
（
一
七
〇
一
年
以
後
は
プ
ロ
イ
セ
ン
王
国
）
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
が
、
一
七
一
七
年
九
月
二
十
八
日
に
宗
教
改
革
二
百
年
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を
期
し
て
、
全
国
規
模
の
就
学
義
務
令
で
あ
る
「
一
般
勅
令
」
を
公
布
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
法
的
に
は
五
歳
か
ら
十
二
歳
の
子
ど

も
へ
の
就
学
が
義
務
付
け
ら
れ
、
学
費
の
問
題
な
ど
が
あ
り
、
す
べ
て
の

子
ど
も
が
そ
れ
に
従
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
就
学
率
は
飛
躍
的
に
向
上

し
た
。
ま
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
は
、
あ
わ
せ
て
大
学

の
意
義
を
強
調
し
、
そ
れ
を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
伝
統
と
解
釈
し
た
。

　

も
と
も
と
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
登
場
し
た
新
し
い
宗
派
と
し
て
の
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
は
、
反
ロ
ー
マ
主
義
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
反
政
府
、
反

理
性
的
な
集
団
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
、
本
来
の
宗
教
と
し
て
の
カ
ト
リ

ッ
ク
の
側
か
ら
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
批
判
を
展
開
し
た
も

っ
と
も
典
型
的
な
事
例
は
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
の
エ
ラ
ス
ム
ス
で
、
彼
は
一

五
二
八
年
に
「
ル
タ
ー
た
ち
に
支
配
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
学
問
は
没
落
す

る
」3 

と
述
べ
て
、
宗
教
改
革
が
学
校
と
大
学
の
没
落
を
引
き
起
こ
す
、

と
い
う
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
人
文
主
義
者
と
カ
ト
リ
ッ
ク
か
ら

の
批
判
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
陣
営
は
応
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
の
仕
事
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
批
判
に

対
し
て
、
ル
タ
ー
の
改
革
は
そ
も
そ
も
大
学
と
い
う
場
所
で
始
ま
っ
た
の

で
あ
り
、
宗
教
改
革
は
そ
れ
以
後
の
大
学
の
発
展
や
学
問
の
自
由
な
展
開

を
決
定
的
に
方
向
付
け
る
よ
う
に
な
る
出
来
事
だ
と
い
う
、
ま
っ
た
く
逆

の
主
張
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
か
な
り
強
引
で
、
事
実
に
反
す

る
主
張
で
あ
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
領
邦
の
大
学
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

領
邦
の
大
学
よ
り
劣
っ
て
い
る
こ
と
の
証
明
は
難
し
い
し
、
統
計
的
に
も

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
領
邦

は
こ
の
強
引
な
イ
メ
ー
ジ
作
り
に
強
く
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。

メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
ル
タ
ー
の
改
革
運
動
で
重
要
な
こ
と
は
、

ロ
ー
マ
主
義
者
た
ち
の
権
威
主
義
的
な
教
会
一
元
化
論
に
対
し
て
、
世
俗

的
な
権
威
が
も
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
固
有
の
価
値
を
発
見
し
た
こ

と
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
そ
れ
に
よ
っ
て
学
問
が
、
従
来
教
会

の
権
威
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
さ
ら
に
は
制
度
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ

て
い
る
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
、
人
間
の
教
育
の
意
義
が
発
見
さ
れ
た
と
い

う
の
で
あ
る
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
王
で
あ
る
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
一
世
は
、
こ

の
ル
タ
ー
派
の
自
己
理
解
を
、
自
ら
の
統
治
と
結
び
つ
け
、
教
会
と
、
学

校
の
設
立
に
関
す
る
法
律
の
整
備
を
進
め
、
宗
教
改
革
か
ら
二
百
年
に
あ

た
る
一
七
一
七
年
と
い
う
記
念
の
年
に
学
校
令
を
出
す
る
こ
と
に
し
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
イ
メ
ー
ジ
戦
略
は
成
功
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
グ
ラ
ー
フ
や
ダ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ミ
ヒ
ャ
エ
リ
ス
が
さ
ま

ざ
ま
な
事
例
を
あ
げ
て
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
カ
ト

リ
ッ
ク
の
宗
派
争
い
で
は
、
自
由
で
教
養
あ
る
宗
教
と
し
て
の
「
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
」
と
、「
無
教
養
」
で
「
精
神
の
奴
隷
」
状
態
に
置
か
れ
た
カ
ト

リ
ッ
ク
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
化
し
た
。
彼
ら
も
見
て
い
る
い
く
つ
か

の
事
例
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

　

ヨ
ハ
ン
・
ア
ダ
ム
・
フ
ォ
ン
・
イ
ク
ス
タ
ッ
ト
は
、
一
七
七
二
年
に
次

の
よ
う
に
書
い
て
、
一
七
一
七
年
の
宗
教
改
革
二
百
年
の
記
念
の
年
に
公

布
さ
れ
就
学
義
務
令
の
影
響
を
回
顧
し
て
い
る
。「
カ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
偉
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大
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
福
祉
の
宗
教
的
根
拠
」
と
し
て
、「
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
諸
侯
は
、
自
ら
の
学
校
に
細
心
の
注
意
を
払
う
。
彼
ら
の
教

師
た
ち
は
人
々
に
考
え
る
こ
と
、
す
べ
て
を
自
ら
探
求
す
る
こ
と
、
自
ら

判
断
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
教
え
る
。
何
千
も
の
発
明
が
な
さ
れ
た
こ
と

の
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
た
と
え
高
位
の
聖
職
者
が
な
い
と
し
て
も
、
そ

の
許
可
が
な
く
て
も
、
彼
ら
は
あ
ら
ゆ
る
書
物
を
読
む
こ
と
が
許
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
の
知
識
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
拡
大
さ
れ
た
の

で
あ
る
」4
。

　

こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
国
々
で
も
定
着
す
る
よ
う
に
な
り
、

イ
タ
リ
ア
の
作
家
で
、
大
学
教
授
で
も
あ
っ
た
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ル
ド
ヴ

ィ
コ
・
ビ
ア
ン
コ
ニ
は
、
一
五
五
五
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
宗
教
平
和
以

後
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
が
共
存
す
る
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
町

を
訪
問
し
た
時
の
旅
行
記
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ア
ウ
ク
ス
ブ

ル
ク
で
は
、
人
は
顔
や
作
法
に
お
い
て
、
瞬
時
に
そ
の
市
民
が
ど
の
宗
教

に
属
し
て
い
る
か
が
分
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
徒
は
は
る
か
に
落
ち
着

い
て
お
り
、
礼
儀
正
し
い
性
格
で
あ
る
。
ひ
と
り
の
人
間
に
お
い
て
、
教

育
の
違
い
こ
そ
が
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ

る
」5
。
ま
た
ロ
レ
ン
ツ
・
ヴ
ェ
ス
テ
ン
リ
ー
ダ
ー
は
「
人
が
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
信
徒
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
、
す
で
に
よ
り
良
い
先
入
観
を
自
分

自
身
の
た
め
に
持
っ
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
徒
で
あ
る
こ
と
自
体

に
よ
っ
て
、
す
で
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
徒
よ
り
も
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
学
問

や
熟
練
し
た
技
能
に
対
し
て
敏
感
で
あ
り
、
能
力
が
あ
る
と
主
張
す
る

人
々
は
ま
さ
に
以
前
よ
り
も
増
え
て
い
る
」6 

と
述
べ
て
い
る
。

学
問
の
教
会
の
権
威
か
ら
の
自
立

　

と
こ
ろ
で
、
教
養
宗
教
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

戦
略
は
、
ル
タ
ー
派
が
大
学
や
教
育
と
結
び
つ
く
「
教
養
宗
教
」、
あ
る

い
は
そ
の
点
で
カ
ト
リ
ッ
ク
と
異
な
っ
た
宗
派
で
あ
る
こ
と
の
強
調
に
よ

る
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
静
か
な
、
し
か
も
か
な
り
有
効
な
攻
撃
あ
っ
た
の
と

同
時
に
、
他
方
で
は
、
教
会
の
権
威
か
ら
自
立
し
た
学
問
や
芸
術
な
ど
の

文
化
全
体
の
発
展
を
可
能
に
す
る
道
を
大
き
く
切
り
開
く
と
い
う
意
図
せ

ざ
る
帰
結
を
も
も
た
ら
し
た
。

　

こ
の
時
代
の
ル
タ
ー
派
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
が
教
会
と
大
学

の
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
関
係
の
発
生
、
神
学
の
相
対
化
の
始
ま

り
で
あ
る
と
は
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
こ
れ
以
後
、

ル
タ
ー
派
を
中
心
と
す
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
啓
蒙
主
義
で
あ

っ
て
も
、
敬
虔
主
義
で
あ
っ
て
も
、
既
存
の
教
会
と
は
距
離
を
置
き
、
そ

れ
に
は
批
判
的
な
教
養
宗
教
と
な
っ
た
。
グ
ラ
ー
フ
が
言
う
よ
う
に
、
ル

タ
ー
派
は
「
生
活
様
式
の
合
理
化
、
客
観
的
な
確
か
さ
を
求
め
よ
う
と
す

る
情
熱
、
精
神
の
形
成
」7

を
求
め
る
世
俗
的
な
宗
教
と
い
う
側
面
を
持

つ
よ
う
に
な
り
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ボ
レ
ン
ベ
ッ
ク
が
言
う
よ
う
に
、「
人
間

は
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
神
の
像
に
即
し
て
、
自
ら
の
人
格
を
厳
格
に
考
察

し
、
そ
の
人
格
性
に
創
造
主
で
あ
る
神
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
素
質
を
伸

ば
す
」8 

と
い
う
意
味
で
の
「
教
育
的
な
宗
教
」
で
あ
る
こ
と
を
自
認
す

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
こ
と
は
明
ら
か
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
大
学
の
特
徴
と
な
り
、



ドイツにおいてプロテスタントとは何であるのか

229

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
学
者
た
ち
の
方
法
に
な
っ
た
。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
の
学
者
た
ち
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
領
域
の
中
に
あ
る
彼
ら
の
同
僚
た
ち

よ
り
も
明
ら
か
に
強
く
、
伝
統
破
壊
、
批
判
、
革
新
、
合
理
化
、
個
人
の

真
理
探
究
を
指
向
す
る
役
割
と
学
問
を
理
解
す
る
習
慣
を
身
に
着
け
て
い

た
」9

の
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の
よ
う
に
学
問
研
究
に
な
お
権
威
か
ら

の
制
約
が
付
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
学
問
的
な
洞
察
は
も
は
や
外
的
、
教

会
的
な
権
威
を
基
準
に
し
て
測
ら
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た 

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
学
問
的
な
解
放
と
自
由
が
、
ド
イ
ツ
の
大
学
に
ひ

と
つ
の
新
し
い
伝
統
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
「
ネ
オ
ロ
ギ

ー
」（N

eo
lo

gie

）
と
総
称
さ
れ
る
ア
イ
ロ
ニ
ッ
ク
な
立
場
で
あ
っ
た
。

ネ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
ニ
ー
チ
ェへ

　

ネ
オ
ロ
ギ
ー
は
教
会
の
牧
師
館
で
誕
生
し
た
。
教
養
宗
教
と
し
て
の
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
中
で
も
っ
と
も
教
育
に
熱
心
に
な
り
、「
就
学
義

務
令
」
に
忠
実
で
あ
っ
た
の
は
教
会
の
牧
師
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
教
育
を

受
け
た
子
弟
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
早
く
か
ら
教
養
を
身
に
着
け
る
こ

と
を
ど
の
子
ど
も
よ
り
も
強
く
求
め
ら
れ
、
教
会
の
牧
師
館
は
ど
の
家
庭

よ
り
も
就
学
率
が
高
く
、
官
吏
や
大
学
教
授
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
芸

術
家
や
詩
人
、
音
楽
家
や
政
治
家
を
生
み
出
し
た
。

　

し
か
し
事
情
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。
教
育
（
と
り
わ
け
語
学
と

音
楽
）
を
、
さ
ら
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
大
学
に
お
い
て
批
判
的
な
精
神

を
身
に
つ
け
た
牧
師
館
の
子
ど
も
た
ち
は
、
自
ら
の
宗
教
の
中
に
な
お
残

っ
て
い
る
保
守
性
、
権
威
的
な
も
の
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。
彼
ら
は
牧

師
の
子
弟
と
し
て
敬
虔
な
信
仰
の
持
ち
主
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ

に
満
足
で
き
な
く
な
っ
た
。
教
会
の
教
理
や
伝
統
的
な
聖
書
解
釈
に
対
し

て
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
る
。
熱
心
に
勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
疑
問
は

増
大
す
る
の
だ
。
そ
し
て
、
自
由
な
教
育
的
な
精
神
は
、
伝
統
に
チ
ャ
レ

ン
ジ
す
る
勇
気
を
も
牧
師
館
の
子
弟
た
ち
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
、

自
ら
の
信
仰
は
、
啓
蒙
主
義
的
な
伝
統
に
対
し
て
ど
の
程
度
身
を
委
ね
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
実
験
を
始
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
ネ
オ

ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。

　

ネ
オ
ロ
ギ
ー
、
す
な
わ
ち
「
新
し
い
教
師
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
た
神

学
運
動
を
提
唱
し
、
新
し
い
精
神
科
学
を
提
唱
し
た
ハ
レ
の
神
学
者
ヨ
ハ

ン
・
ザ
ロ
モ
・
ゼ
ム
ラ
ー
は
す
で
に
一
七
七
四
年
に
は
、「
従
来
教
師
の

役
割
を
担
っ
て
い
た
」
ど
の
よ
う
な
ド
グ
マ
の
伝
統
、
あ
る
い
は
教
会
的

な
権
威
に
も
支
配
さ
れ
て
い
な
い
聖
書
の
研
究
を
「
リ
ベ
ラ
ル
な
神
学
」

（lib
eralis th

eo
lo

gia

）
と
呼
ん
で
い
る

10
。
ま
た
ヨ
ハ
ン
・
ヨ
ア
ヒ

ム
・
シ
ュ
パ
ル
デ
ィ
ン
グ
は
、「
学
問
の
自
由
、
信
仰
の
自
由
、
そ
し
て

良
心
の
自
由
」
を
「
真
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
た

11
。

　

ネ
オ
ロ
ギ
ー
の
提
唱
者
の
多
く
は
み
な
牧
師
館
に
生
ま
れ
、
敬
虔
な

信
仰
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
神
学
研
究
に
お
い
て
ど
の

程
度
そ
の
時
代
の
啓
蒙
主
義
的
な
傾
向
の
思
想
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
の

か
、
と
い
う
問
い
と
取
り
組
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
展
開
の
中
で
彼
ら

は
明
ら
か
に
従
来
の
教
会
的
な
伝
統
と
権
威
と
に
依
存
し
た
「
教
会
的
神
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学
」（k

irch
lich

e T
h
eo

lo
gie

）
と
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
意

味
で
ネ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
啓
蒙
主
義
の
影
響
を
受
け
た
が
、
敬
虔
な
魂
を

も
っ
て
イ
エ
ス
の
教
え
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
何
の
た
め

ら
い
も
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
イ
エ
ス
の
教
え
を
純
粋
に
信
じ

る
た
め
に
、
教
会
の
権
威
や
伝
統
か
ら
そ
れ
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
真
の
信
仰
を
回
復
し
、
人
々
を
真
に
理
性
的
で
、
純
粋
な
道
徳
へ

と
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
「
リ
ベ

ラ
ル
な
神
学
」
は
、
結
果
的
に
、
伝
統
的
な
「
教
会
的
な
キ
リ
ス
ト
教
」

（K
irch

en
ch

risten
tu

m

）
の
権
威
か
ら
、
個
人
を
解
放
し
、
真
に
理
性

的
で
道
徳
的
な
「
私
的
キ
リ
ス
ト
教
」（P

rivatch
risten

tu
m

）
を
確
立
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

彼
ら
は
、
は
じ
め
は
控
え
め
に
、
後
に
は
大
胆
に
自
ら
を
育
て
た
牧
師

館
の
主あ
る
じを
批
判
し
始
め
た
。
彼
ら
に
は
教
会
や
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
破

壊
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
な
く
、
自
ら
の
信
仰
と
良
心
と
、
学
問
的
な

自
由
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
反
抗
と
、

あ
る
い
は
破
壊
を
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ま
さ
に
「
小
宗
教
改
革
」
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
マ
ル
テ
ィ
ン
・

ル
タ
ー
は
当
時
の
教
会
の
姿
を
批
判
し
、
勇
気
を
も
っ
て
告
発
し
、
純
粋

に
宗
教
的
な
討
論
を
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
政
治
的
に
受
け

止
め
ら
れ
、
教
会
の
破
壊
者
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ

が
、
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
ル
タ
ー
が
生
み
出
し
た
牧
師
館
に
住
む
家
庭

（
な
ぜ
な
ら
ル
タ
ー
は
は
じ
め
て
結
婚
し
た
司
祭
で
、
家
庭
を
も
っ
た
の

だ
か
ら
）
で
小
さ
な
規
模
で
起
こ
っ
た
の
だ
。
こ
の
牧
師
館
で
始
ま
っ
た

出
来
事
の
も
っ
と
も
過
激
な
事
例
を
、
そ
れ
か
ら
百
年
後
に
人
々
は
プ
ロ

イ
セ
ン
王
国
領
プ
ロ
ヴ
ィ
ン
ツ
・
ザ
ク
セ
ン
の
牧
師
館
で
み
た
。
そ
れ
が

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ニ
ー
チ
ェ
だ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
が
古

典
語
を
自
由
に
読
み
こ
な
し
、
作
曲
を
は
じ
め
、
音
楽
的
教
養
に
長
け
て

い
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
批
判
的
精
神
の
質
は
、
ネ
オ
ロ
ギ
ー
の
伝
統
を

想
起
さ
せ
る
。

Ⅲ　

ド
イ
ツ
の
ル
タ
ー
派
と
芸
術

　

こ
れ
ま
で
見
た
通
り
、
ル
タ
ー
派
は
、
初
期
の
制
度
破
壊
者
、
あ
る
い

は
制
度
改
革
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
ま
ず
政
治
的
に
修
正
し
、
体
制
に
寄

り
添
う
政
治
的
宗
教
と
し
て
自
ら
の
性
格
を
修
正
し
て
い
る
。
そ
の
後
で
、

さ
ら
に
「
教
養
宗
教
」
と
し
て
の
性
格
を
強
く
打
ち
出
す
こ
と
で
、
帝
国

内
の
も
う
ひ
と
つ
の
宗
教
で
あ
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
の
区
別
化
を
図
っ
た

と
言
っ
て
よ
い
。

　

こ
れ
ら
の
歴
史
的
経
過
は
ル
タ
ー
派
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
、
さ
ら
に
は
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
芸

術
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

し
ば
し
ば
、
ル
タ
ー
派
の
み
な
ら
ず
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
、
マ
ル
テ
ィ

ン
・
ル
タ
ー
が
音
楽
の
才
能
に
長
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
ま
た
そ
の
後
の

教
養
宗
教
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
戦
略
の

た
め
に
絵
画
に
代
表
さ
れ
る
視
覚
芸
術
で
は
な
く
、
音
楽
や
文
学
が
重
視

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
。
そ
れ
は
ル
タ
ー
派
の
歴
史
が
証
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明
す
る
事
実
で
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
ル
タ
ー
派
の
伝
統
が
宗
教
に
お

け
る
絵
画
に
単
純
に
否
定
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で

は
な
い
。

　

い
わ
ゆ
る
宗
教
改
革
の
伝
統
の
中
に
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
礼
拝
様
式

や
建
築
様
式
ま
で
も
宗
教
的
に
否
定
し
、
礼
拝
式
文
を
、
従
来
の
伝
統
を

否
定
す
る
と
い
う
神
学
的
意
図
を
も
っ
て
改
訂
し
、
礼
拝
堂
の
装
飾
、
建

築
様
式
な
ど
を
破
壊
す
る
行
為
が
見
ら
れ
た
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ

が
指
摘
す
る
通
り
、
こ
れ
ら
の
傾
向
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
や
ツ
ヴ
ィ
ン
グ

リ
ア
ン
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
ル
タ
ー
派
は
政
治
的

支
配
者
と
強
く
結
び
つ
い
た
の
で
、
政
治
的
意
向
に
よ
る
過
激
な
礼
拝
改

革
や
会
堂
破
壊
が
行
わ
れ
た
場
合
も
あ
る
の
だ
が
、
お
お
む
ね
カ
ト
リ
シ

ズ
ム
の
伝
統
を
ゆ
る
や
か
に
継
承
し
て
い
る
。
宗
教
改
革
後
も
、
ル
タ
ー

派
の
改
革
地
域
で
は
、
従
来
の
会
堂
が
用
い
ら
れ
、
会
堂
内
の
装
飾
も
保

持
さ
れ
、
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
聖
ア
ン
ナ
教
会
の
よ
う
に
、
会
堂
に
ル
タ

ー
の
肖
像
画
を
掲
げ
る
よ
う
な
事
例
さ
え
あ
っ
た
。

　

聖
職
者
の
祭
服
も
そ
の
ま
ま
保
持
さ
れ
、
修
道
制
度
は
廃
止
さ
れ
た
が
、

教
会
の
中
に
ほ
ぼ
同
じ
意
図
を
も
っ
た
奉
仕
女
の
制
度
が
維
持
さ
れ
た
。

マ
リ
ア
へ
の
信
仰
は
ル
タ
ー
が
独
特
な
マ
リ
ア
論
を
書
い
た
た
め
に
、
独

特
な
発
展
を
と
げ
た
。
十
字
を
切
る
伝
統
的
な
所
作
も
そ
の
ま
ま
残
さ
れ

た
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
ル
タ
ー
派
に
お
け
る
芸
術
の
問
題
を
考
え
る
場
合
に
、
音

楽
か
絵
画
か
と
い
う
単
純
な
議
論
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
こ
の

よ
う
に
言
う
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
制
度
破
壊
や
個
々
人
の
良

心
の
強
調
、
宗
教
的
決
断
を
強
調
し
た
新
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、

よ
り
自
由
な
宗
教
的
表
現
の
可
能
性
を
見
出
し
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
た
が
、
政
治
的
支
配
に
寄
り
添
い
続
け
た
国
民
宗
教
と
し
て
の
ル
タ
ー

派
に
お
け
る
芸
術
の
発
展
は
、
宗
教
的
（
あ
る
い
は
神
学
）
な
問
題
と
い

う
よ
り
は
、
む
し
ろ
政
治
的
、
社
会
的
要
素
に
よ
る
制
約
や
影
響
を
む
し

ろ
強
く
受
け
て
い
る
。

付
録

　

エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
『
近
代
世
界
の
成
立
に
と
っ
て
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
意
義
』（
新
教
出
版
社
）
に
お
け
る
芸
術
と
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
に
関
す
る
記
述
（
拙
訳
一
五
一
頁
以
下
）
の
改
訳
。

　

本
文
中
﹇
1a
﹈
|

﹇
1b
﹈
な
ど
の
カ
ッ
コ
に
括
ら
れ
た
部
分
は
本
書
の

第
二
版
で
改
定
さ
れ
た
部
分
で
、
段
落
の
後
に
、
初
版
の
文
章
を
示
し
た
。

〈　

〉
で
括
ら
れ
た
部
分
は
第
二
版
で
挿
入
さ
れ
た
部
分
、〔　

〕
で
括
ら

れ
た　

部
分
は
訳
者
に
よ
る
挿
入
。

＊
＊
＊

　
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
学
問
に
つ
い
て
の
問
い
か
ら
、
近
代
的

芸
術

0

0

の
成
立
に
と
っ
て
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
意
義
と
い
う
別
の
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問
が
生
じ
て
く
る
。
確
か
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
近
代
的
芸
術

と
は
対
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ロ
マ
ン
主
義
も
古
典
主
義
も
、
同

じ
よ
う
に
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
像
破
壊
を
間
違
え
だ
と
決
め
つ
け
た
し
、

ル
タ
ー
派
に
つ
い
て
も
、
ル
タ
ー
派
が
芸
術
を
た
だ
慰
安
の
た
め
の
も

の
、
娯
楽
、
教
育
の
手
段
、
演
出
的
な
も
の
、
礼
拝
を
助
け
る
も
の
と
し

て
用
い
る
だ
け
で
、
芸
術
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
に
は
価
値
を
認
め
て
い

な
い
と
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
芸
術
に
お
い

て
は
、
豊
か
な
素
質
を
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
禁
欲

が
、
超
越
的
な
意
識
と
な
ら
ん
で
、
現
実
的
な
感
覚
に
つ
い
て
も
意
味
を

見
出
し
て
お
り
、
礼
拝
に
つ
い
て
も
、
本
質
的
に
は
、
思
想
よ
り
も
、
感

情
や
視
覚
に
訴
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
禁
欲
は
、
感
覚
的
な
も
の
は
い
つ
で
も
直
接

的
に
永
遠
の
救
済
に
仕
え
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
で
は
礼
拝
も
、
説
教
の
礼
拝
で
あ
り
、
教
え
る
た
め
の
礼
拝
な
の

で
あ
る
。〈
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
よ
り
も
ず
っ

と
言
葉
の
広
い
意
味
で
の
感
覚
的
な
も
の
が
豊
か
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。〉

そ
の
た
め
に
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
よ
り
も
深

く
、
密
接
に
ル
ネ
サ
ン
ス
文
化
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
。﹇
1a
﹈
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
新
約
聖
書
以
外
の
聖
人
伝
説
や
奇
蹟
物
語
を

す
べ
て
抹
消
し
、
冷
静
で
、
事
柄
に
即
し
た
精
神
を
育
て
た
の
で
あ
る
。

﹇
1b
﹈
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
、
こ
の
こ
と
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
つ
い

て
妥
当
す
る
の
で
、
オ
ラ
ン
ダ
的
で
、
ま
っ
た
く
非
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
的
な

絵
画
、〔
ジ
ョ
ン
・
〕
ミ
ル
ト
ン
の
ル
ネ
サ
ン
ス
詩
に
お
け
る
詩
的
な
要

素
、
と
り
わ
け
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
〔
・
ハ
ル
メ
ン
ス
・
フ
ァ
ン
・
レ
イ
ン
〕

も
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
が
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト

は
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
神
秘
主
義
的
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
ス
的
な
集
団

に
よ
り
近
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。〔
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
〕
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ

ア
も
、
疑
う
こ
と
の
な
い
、
強
力
な
、
宗
教
的
な
特
徴
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
芸
術
だ
な
ど
と
〈
一
方
的
に
〉
主
張
す
べ

き
で
は
な
い
。〈
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
彼
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
に
対
す
る

嫌
悪
感
に
つ
い
て
指
摘
す
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。〉
し
か
し
物
事
に
は
別

の
側
面
が
あ
る
。
と
り
わ
け
ル
タ
ー
派
の
集
団
、
あ
る
い
は
神
秘
主
義

的
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
ス
的
な
集
団
は
、
こ
の
関
連
で
、
本
質
的
に

は
〈
創
造
的
な
〉
意
義
を
持
っ
て
い
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
聖

像
や
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
礼
拝
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
芸
術
の
素
材
の

領
域
を
ト
ー
タ
ル
に
変
え
て
し
ま
い
、
新
し
い
領
域
を
手
に
入
れ
る
と
い

う
課
題
を
芸
術
に
対
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
は
芸
術
に
対
し
て
も
新
し
い
精
神
を
注
ぎ
込
ん
だ
が
、
最
終
的
に

は
、
そ
の
新
し
い
精
神
と
い
う
の
は
、
偉
大
な
る
ル
ネ
サ
ン
ス
の
公
衆
に

向
け
て
開
か
れ
、
荘
重
な
芸
術
に
対
し
て
、
く
つ
ろ
い
だ
雰
囲
気
で
、
個

人
主
義
的
で
、
個
性
的
で
、
性
格
描
写
的
で
雄
大
な
芸
術
を
試
み
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。﹇
2a
﹈
こ
の
よ
う
に
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
は
、
生
の
写
実
主
義
的
な
表
現
、
あ
る
い
は
性
格
描
写
的
で
、
親
し
み

あ
る
表
現
へ
と
向
か
っ
た
北
欧
の
芸
術
に
見
い
だ
さ
れ
る
転
換
に
寄
与
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
中
心
そ
れ
自
体
か
ら
、
す
な
わ
ち
プ
ロ
テ
ス
タ
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ン
テ
ィ
ズ
ム
的
な
礼
拝
に
お
け
る
宗
教
性
か
ら
、
と
り
わ
け
ル
タ
ー
派
に

お
い
て
、
た
と
え
具
象
的
で
な
い
芸
術
や
宗
教
的
な
叙
情
詩
や
音
楽
で
あ

っ
た
と
し
て
、
個
人
的
な
宗
教
的
確
信
や
宗
教
的
意
識
の
壮
大
で
宗
教
的

な
芸
術
的
表
現
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
き
わ
め
て

意
義
深
い
こ
と
に
、
と
り
わ
け
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
新

し
い
内
的
生
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
性
格
描
写
的
で
純
粋
に
光

の
効
果
を
用
い
た
芸
術
が
、
純
粋
な
ル
ネ
サ
ン
ス
お
よ
び
カ
ト
リ
ッ
ク
的

な
ル
ネ
サ
ン
ス
と
対
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。﹇
2b
﹈
そ
れ
故

に
〔
カ
ー
ル
・
〕
ノ
イ
マ
ン
は
〔
一
九
〇
五
年
に
書
か
れ
た
彼
の
『
レ
ン
ブ

ラ
ン
ト
』
と
い
う
著
作
の
中
で
〕、
新
し
い
き
わ
め
て
近
代
的
な
芸
術
の

原
理
を
、
そ
の
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
像
の
中
で
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
た
。
同

様
に
、
音
楽
家
〔
ヨ
ハ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
〕
バ
ッ
ハ
に
、
近
代
芸
術

の
収
斂
点
と
出
発
点
と
を
見
る
こ
と
が
習
わ
し
に
な
っ
て
お
り
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
形
成
に
少
な
か
ら
ず
寄
与
し

て
い
る
。〈
そ
れ
は
歴
史
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
同
時

に
ま
っ
た
く
個
人
的
な
宗
教
性
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
バ
ッ
ハ
に

そ
の
最
高
度
の
表
現
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。〉

　
﹇
1a
﹈―﹇
1b
﹈
は
初
版
で
は
、「
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
よ
っ
て
重
要
な
糸
が
近
代
的
な
芸
術
へ
と
結
び

付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
に
は
そ
の
糸
が
ほ
と

ん
ど
見
ら
れ
な
い
。」

　
﹇
2a
﹈―﹇
2b
﹈は
初
版
で
は
、「
彼
ら〔
ル
タ
ー
派
や
神
秘
主
義
的
・

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
テ
ン
〕
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
広
が

っ
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
感
性
的
に
乏
し
い
礼
拝
の
諸
傾
向
の
中
で
、

芸
術
的
で
宗
教
的
な
情
緒
に
基
づ
く
詩
や
音
楽
を
発
展
さ
せ
、
ま
さ

に
内
的
、
個
人
的
な
生
を
壮
大
な
仕
方
で
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
〈
自
ら
に
固
有
な
原
初
的
な
理
念
に
忠
実
に
従
う
、
古
〉
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
こ
と
は
な
さ
な
か
っ
た
し
、
な
し
得
な

か
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
こ
と
と
い
う
の
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム

と
近
代
世
界
と
の
関
係
を
全
体
と
し
て
把
握
す
る
た
め
に
も
っ
と
も
重
要

な
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
、
芸

術
的
な
感
情
を
、
世
界
観
、
形
而
上
学
、
倫
理
の
モ
テ
ィ
ー
フ
の
ひ
と
つ

に
ま
で
は
引
き
上
げ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
は
、
そ
の
禁
欲
と
全
体
的
、
形
而
上
学
的
な
二
元
論
の
た
め
に
そ

れ
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
こ
の
よ
う

な
原
理
と
必
然
的
に
結
び
つ
く
の
で
、
芸
術
そ
れ
自
体
を
、
自
己
目
的
を

持
つ
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
神
認
識
や
世
界
認
識
の
方
法
と
し
て
容
認

す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
と
も
関
連
し
て
い
る
が
、
感
覚
的

な
も
の
を
美
化
し
、
世
界
を
調
和
の
あ
る
場
所
と
み
な
す
こ
と
に
我
慢
が

な
ら
な
か
っ
た
。〈
そ
れ
故
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
ル
ネ
サ
ン
ス

に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。〉
そ
の
点
で
は
、
近
代
の
芸
術
は
、
あ
ら
ゆ
る

場
合
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
禁
欲
の
終
わ
り
な
の
で

あ
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
本
質
と
対
立
す
る
原
理
な
の
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
最
初
に
芸
術
的
な
世
界
観
と
生
の
態
度
を
擁
護
し
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た
〔
ゴ
ッ
ト
ホ
ル
ト
・
エ
フ
ラ
イ
ム
・
〕
レ
ッ
シ
ン
グ
は
、
神
学
に
対
し

て
、
解
放
の
た
め
の
戦
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ア
ル
プ

レ
ヒ
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
イ
ラ
ー
は
彼
の
生
を
〔
生
物
学
者
で
あ
る
こ
と
と
、

詩
的
芸
術
の
創
作
家
で
あ
る
こ
と
と
い
う
〕
二
つ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
分
け

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
悩
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
古
典
主

義
と
ロ
マ
ン
主
義
は
、〈
も
し
そ
れ
が
純
粋
に
宗
教
的
な
意
識
を
持
っ
て

い
る
場
合
に
は
〉、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
対
し
て
違
和
感
を
抱
く

よ
う
に
な
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
何
ら
の
内
的
関
係
も
持
つ
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
故
に
、〔
パ
ー
シ
ー
・
ビ
ッ
シ

ュ
・
〕
シ
ェ
リ
ー
や
〔
ジ
ョ
ー
ジ
・
ゴ
ー
ド
ン
・
〕
バ
イ
ロ
ン
は
、
イ
ギ

リ
ス
的
な
生
活
か
ら
排
除
さ
れ
、〔
ジ
ョ
ン
・
〕
ラ
ス
キ
ン
と
近
代
イ
ギ

リ
ス
の
耽
美
主
義
が
よ
う
や
く
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
の
終
わ
り
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。〈
古
〉
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
本
質
的
に
は
そ
れ
に
属
し

て
い
る
西
洋
的
体
系
で
あ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
ま
さ
に
、
永
遠
に
近
代
世
界
を
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
切
り

離
す
、
新
し
い
精
神
的
な
力
に
そ
の
道
を
譲
っ
た
。
芸
術
に
お
い
て
こ
の

切
断
は
も
っ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
確
か
に
、
近
代
世
界
に
お
い
て

も
、
救
済
を
望
む
さ
ま
ざ
ま
な
理
念
、
あ
の
世
や
超
感
覚
的
な
も
の
に
つ

い
て
の
理
念
は
再
び
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
内
在
の
理
念

も
楽
観
主
義
も
そ
れ
に
つ
い
て
の
永
遠
の
答
え
を
も
は
や
も
た
ら
す
こ
と

は
な
い
。
確
か
に
近
代
世
界
も
芸
術
的
な
要
素
に
も
う
ひ
と
つ
別
の
解
釈

を
試
み
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
。
し
か
し
、
詩
的
な
様
式
で
の
こ
の
世
界

を
讃
美
す
る
こ
と
の
残
滓
は
消
え
る
こ
と
な
く
存
在
し
続
け
る
し
、
近
代

世
界
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
教
義
に
回
帰
す
る
と
い
う
こ
と
は
決

し
て
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。﹇
1a
﹈
こ
こ
に
近
代
世
界
の
大
き
な
、
そ

し
て
ま
っ
た
く
新
し
い
課
題
が
あ
る
。
課
題
そ
れ
自
体
が
、
近
代
に
対
し

て
実
際
に
独
自
で
真
剣
な
本
質
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
芸
術
的
な

モ
テ
ィ
ー
フ
を
適
切
に
消
化
し
、
同
時
に
そ
れ
に
十
分
な
力
と
影
響
力
を

も
っ
た
宗
教
的
な
精
神
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
に
違
い
な
い
﹇
1b
﹈ 

。

　
﹇
1a
﹈―﹇
1b
﹈
は
初
版
で
は
、「
も
は
や
こ
の
精
神
的
な
力
は
、
近

代
に
な
っ
て
再
び
登
場
し
た
よ
う
な
救
済
理
念
や
、
来
世
や
超
越
的

な
も
の
へ
の
流
行
を
も
た
ら
し
た
理
念
を
、
古
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
的
な
禁
欲
と
い
う
独
自
な
精
神
の
中
で
再
形
成
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。」

註1 
P
ro

testatio
n
 d

er evan
gelisch

en
 R

eich
sstän

d
e, 20. A

p
ril 

1529, in
: D

eu
tsch

e R
eich

esta
gsa

kten
 jü

n
gere R

eih
e, B

d
. 7

, 
2

: D
eu

tsch
e R

eich
sta

gsa
kten

 u
n

ter K
a

iser K
a

rl V
., b

earb
. 

vo
n
 Jo

h
an

n
es K

ü
h
n
[1935], G

ö
ttin

g
en

 1963 (2. A
u
fl.), S. 

1277.

2  
N

o
tk

e
r H

am
m

e
rste

in
 (h

g
.), Sta

a
tsleh

re d
er frü

h
en

 

N
eu

zeit, Fran
k
fu

rt a. M
., 1995, S. 899-905.



ドイツにおいてプロテスタントとは何であるのか

235

3 
O

pu
s epistola

ru
m

 D
esid

erii E
ra

sm
i R

oterod
a

m
i, B

d
. 8

, 
h
g. vo

n
 P

ercy Staffo
rd

 A
llen

, O
xfo

rd
 1934, S. 366.

4 
Jo

h
an

n
 A

d
am

 vo
n
 Ick

statt, U
n

tersu
ch

u
n

g d
er F

ra
ge. 

W
a

ru
m

 ist d
er W

oh
lsta

n
d

 d
er protesta

n
tisch

en
 Lä

n
d

er so 
ga

r viel größ
er, a

ls d
er ca

th
olisch

en
? Salzb

u
rg 1772, S. 8

5 
G

iovan
n
i Ludovico B

ian
con

i, B
riefe ü

ber d
ie vorn

ehm
sten

 
M

erk
w

ü
rd

igk
eiten

 d
er ch

u
rb

a
irisch

en
 R

eß
id

en
z-Sta

d
t 

M
ü

n
ch

en
 u

n
d

 d
ie u

m
liegen

d
en

 Lu
stgegen

d
en

, M
ü
n
ch

en
 

1771, S. 127.

6 
Loren

z W
esten

ried
er, G

esch
ich

te d
er kön

iglich
 ba

ierischen
 

A
ka

d
em

ie d
er W

issen
scha

ften
, B

d
. 2: 1778-1800, M

ü
n
ch

en
 

1807 u
n
p
agin

ierte Vorred
e 3.

7 
Fried

rich
 W

ilh
elm

 G
raf, D

er P
rotesta

n
tism

u
s. G

esch
ich

te 

u
n

d
 G

egen
w

a
rt, V

erlag C
. H

. B
eck

: M
ü
n
ch

en
 2006 

（
野
崎
卓

道
訳
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
』
教
文
館　

二
〇
〇
八
年
）
一
四
七
頁
。

8 
G

eo
rg

 B
o
llen

b
eck

, B
ild

u
n

g u
n

d
 K

u
ltu

r. G
la

n
z u

n
d

 
E

len
d

 ein
es d

eu
tsch

en
 D

eu
tu

n
gsm

u
sters, Fran

k
fu

rt a. M
., 

1994, S. 103.

9 

グ
ラ
ー
フ　

前
掲
書　

一
四
九
頁
。

10 
Joh

ann Salom
o Sem

ler, V
ersu

cht ein
er freiern

 theologischen
 

Lehra
rt, zu

r B
estä

tigu
n

g u
n

d
 Erlä

u
teru

n
g sein

es la
tein

ischen
 

B
u

chs, H
em

m
erde: H

alle 1774.

11 
Jo

h
an

n
 Jo

ach
im

 Sp
ald

in
g, V

ertrau
te B

riefe, d
ie R

eligio
n
 

betreffen
d[1784], in

: ders., K
ritische A

u
sga

be I, B
d
. 4, h

g. von
 

A
lbrech

t B
eutel, D

en
n
is P

rause, T
übin

gen
 2004, S. 230.


	0000-243d-16ae-ccb3-e3d
	0000-2441-16ae-0447-0d6



