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宗
教
改
革
の
概
念
史 

―
原
語
と
日
本
語
訳

踊
　
　
　
共
　
二

は
じ
め
に

欧
米
語
のReform

ation

と
そ
の
訳
語
で
あ
る
「
宗
教
改
革
」
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど
排
他
的
に
ル
タ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
の
運
動
と
組
織
形
成
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、「
信
仰
の
み
」「
恩
恵
の
み
」「
聖
書
の
み
」
の
原
理
が
一
種
の
踏
絵
の
役

割
を
果
し
て
お
り
、
異
説
を
唱
え
る
者
は
排
斥
さ
れ
る
。
し
か
し
「
宗
教
改
革
」
と
い
う
概
念
は
、
た
と
え
ば
「
絶
対
主
義
」
と
同
じ

よ
う
に
定
義
上
の
困
難
を
抱
え
て
お
り
、
概
念
史
を
め
ぐ
る
論
争
が
絶
え
な
い
。
そ
も
そ
も
日
本
語
の
「
宗
教
改
革
」
は
、
拝
む
神
の

違
う
宗
教
を
新
た
に
選
ぶ
よ
う
な
根
本
的
変
革
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ア
モ
ン
神
へ
の
信
仰
を
棄
て
て
ア
ト
ン
神
崇
拝

を
導
入
し
た
古
代
エ
ジ
プ
ト
の
ア
メ
ン
ホ
テ
プ
四
世
の
宗
教
改
革
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
近
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
起
こ
っ
た
宗
教
改
革

の
研
究
者
た
ち
の
多
く
は
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
や
宗
教
運
動
と
の
「
連
続
性
」
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
中
世
後
期

以
来
の
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
お
け
る
変
化
を
「
宗
教
改
革
」
の
一
部
と
み
な
す
研
究
者
も
い
る1

。
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一
方
、「
反
革
命
」
と
同
じ
種
類
の
「
反
宗
教
改
革
」
を
強
行
し
た
の
が
近
世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
だ
と
い
う
概
説
的
記
述
は
現
在

ほ
ぼ
力
を
失
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
代
わ
る
概
念
は
い
ま
だ
に
定
ま
っ
て
い
な
い
。「
宗
派
化confessionalization

」
と
い
う
新

概
念
を
提
唱
す
る
歴
史
家
も
い
る
。
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
改
革
を
包
摂
し
て
お
り
、
教
義
・
教
会
組
織
・
政
治

体
制
・
社
会
制
度
・
文
化
・
人
間
精
神
を
全
面
的
に
「
宗
派
的
に
す
る
」
過
程
を
意
味
す
る
。
他
方
、
宗
教
改
革
の
多
様
性
を
強
調
す

べ
くReform

ations

と
い
う
複
数
形
を
使
う
論
者
も
増
え
て
い
る
。
大
文
字
を
避
け
てreform

ations

と
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る2

。
し

か
し
、
単
数
で
あ
れ
複
数
で
あ
れ
、
大
文
字
で
あ
れ
小
文
字
で
あ
れ
、
い
っ
た
い
何
が
「
宗
教
改
革
」
で
あ
り
何
が
そ
う
で
は
「
な
い
」

の
か
、
今
や
宗
教
改
革
研
究
は
そ
の
前
提
条
件
が
問
わ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
概
念
と
実
相
の
両
方
を
（
欧
米
語
のReform

ation

と
日
本
語
の
「
宗
教
・
改
革
」
の
両
方
に
つ
い
て
）
再
点
検
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
は
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
概

念
（
史
）
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。

一
、reform

atio

か
らReform

ation
へ

欧
米
語
のReform

ation

は
ラ
テ
ン
語
のreform

atio
に
由
来
す
る
。
そ
の
意
味
の
変
遷
を
お
お
ま
か
に
た
ど
れ
ば
次
の
と
お
り
で

あ
る
。
古
代
に
お
い
て
は
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
（
紀
元
前
四
三
～
紀
元
一
八
年
）
が
『
変
身
物
語
』
で
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
甥
イ
オ
ラ
オ
ス
の

変
身
に
つ
い
て
、
女
神
へ
ー
べ
ー
の
力
で
顔
か
た
ち
が
一
変
し
て
「
む
か
し
の
若
さ
に
返
っ
て
い
るreform

atus

」
と
記
し
て
い
る3

。

reform
are

は
「
最
初
の
姿
に
戻
る
」
か
た
ち
で
の
変
身
（m

etam
orphoses/transform

atio

）
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
紀
元
一
世
紀
を
生
き
た
セ
ネ
カ
や
プ
リ
ニ
ウ
ス
もreform

atio, reform
are

を
古
き
良
き
時
代
の
姿
を
回
復
す
る

こ
と
（restitutio

）
の
意
味
で
使
っ
た4

。
一
方
、
新
約
聖
書
に
お
い
て
は
、reform

are

は
罪
か
ら
の
贖
い
、
再
生
、
新
生
の
意
味
で
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用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
リ
ピ
書
三
章
二
一
節
に
「
キ
リ
ス
ト
は
万
物
を
支
配
下
に
置
く
こ
と
さ
え
で
き
る
力
に
よ
っ
て
、

わ
た
し
た
ち
の
卑
し
い
体
を
御
自
分
の
栄
光
あ
る
体
と
同
じ
形
に
変
え
て
く
だ
さ
る（reform

abit

）の
で
す
」と
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、

古
代
の
文
学
・
哲
学
と
は
違
い
、
原
罪
以
前
の
状
態
に
「
戻
る
」
だ
け
で
は
な
く
「
新
し
く
な
る
」「
完
成
す
る
」
と
い
う
意
味
が
含

ま
れ
て
い
る
。
そ
の
後
の
教
父
た
ち
に
目
を
向
け
れ
ば
、
テ
ル
ト
ゥ
リ
ア
ヌ
ス
、
ラ
ク
タ
ン
テ
ゥ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
ら
が
、
人

間
が
原
罪
以
前
の
姿
に
戻
っ
て
「
再
生
」
す
る
こ
と
、ま
た
同
時
に
終
末
的
な
救
い
が
完
成
し
て
人
間
（
の
魂
）
が
「
変
容
」
す
る
こ
と
、

と
い
う
意
味
でreform

atio, reform
are

を
用
い
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
『
告
白
』
に
は
、
あ
な
た
（
神
）
は
「
私
の
醜
い

姿
を
御
目
の
前
で
造
り
な
お
す
こ
と
を
喜
ば
れ
たplacuit conspectus tuo reform

are deform
ia m

ea

」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る5

。

中
世
に
お
い
て
は
名
詞
のreform

atio

が
「
教
会
改
革
」
や
「
修
道
院
改
革
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
第
四
ラ
テ
ラ

ノ
公
会
議
（
一
二
一
五
年
）
の
召
集
の
目
的
は
聖
地
の
回
復
と
「
普
遍
的
教
会
の
改
革reform

atio universalis Ecclesiae

」
だ
と

さ
れ
て
い
る6

。
中
世
後
期
に
な
る
と
「
政
治
改
革
」「
帝
国
改
革
」（
正
し
い
秩
序
の
回
復
）
に
つ
い
て
もreform

atio

概
念
が
用
い
ら

れ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
皇
帝
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
の
改
革Reform

atio Sigism
undi

」（
一
四
三
九
年
）
が
そ
の
好
例
で
あ
る7

。
一
五
世
紀
後

半
に
生
ま
れ
た
宗
教
改
革
者
マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
もreform

atio

概
念
を
教
会
改
革
の
意
味
で
用
い
、
大
学
の
制
度
改
革
な
ど
の
文

脈
で
も
使
っ
た
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
の
用
例
は
少
な
い
。
こ
の
単
語
は
む
し
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
側
・
皇
帝
側
に
よ
っ
て
多
用
さ

れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
「
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
仮
信
条
協
定A

ugsburger Interim

」
の
補
足
と
し
て
カ
ー
ル
五
世
が
「
改
革
の
提
要

Form
ula Reform

ationis

」
な
る
文
書
を
作
成
さ
せ
て
い
る8

。
ル
タ
ー
主
義
とreform

atio, reform
are

が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ

け
ら
れ
て ecclesiae reform

atae 

等
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
六
世
紀
後
半
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
例
は

一
五
八
〇
年
の
「
和
協
信
条Form

ula Concordiae

」
に
み
ら
れ
る9

。
ル
タ
ー
宗
教
改
革
百
周
年
の
年
（
一
六
一
七
年
）
に
は
ヨ
ハ
ン
・

ゲ
ル
ハ
ル
ト
が
ル
タ
ー
の
「
改
革
事
業reform

ationis opus

」
こ
そ
キ
リ
ス
ト
教
会
を
再
生
さ
せ
の
だ
と
論
じ
、
ル
タ
ー
の
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Reform
ation

を
特
別
視
す
る
ド
イ
ツ
的
伝
統
の
基
礎
を
築
く10

。
一
方
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
は
自
分
た
ち
こ
そ
真
に
改
革
さ
れ
た
教
会

（église réform
ée

）
で
あ
る
と
主
張
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
語
圏
で
もLutherisch

（
ル
タ
ー
派
）
とReform

iert

（
改
革
派
）
と
い

う
対
比
が
生
ま
れ
、
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
（
一
六
四
八
年
）
の
時
代
に
普
及
す
る
に
至
る
。
そ
れ
以
後
、Reform

ation

は
ル
タ
ー

だ
け
で
な
く
ヴ
ィ
ン
グ
リ
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
も
そ
の
重
要
な
担
い
手
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
定
着
す
る
こ
と
に
な
る11

。

啓
蒙
の
世
紀
す
な
わ
ち
一
八
世
紀
に
はReform

ation

が
一
五
一
七
年
か
ら
一
五
五
五
年
ま
で
の
一
連
の
出
来
事
を
指
す
歴
史
用
語

と
し
て
ド
イ
ツ
の
各
種
の
辞
書
や
事
典
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る12

。こ
の
時
期Reform

ation

は
次
第
に
再
生
・
復
興
の
意
味
を
失
い
、

「
改
革
」「
刷
新
」
の
意
味
合
い
を
強
め
て
い
く
。
さ
ら
にReform

ation

は
人
間
精
神
の
「
自
由
」
の
発
展
史
の
一
段
階
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
よ
う
に
な
る13

。
そ
の
後
、
一
八
一
七
年
つ
ま
り
宗
教
改
革
三
百
年
記
念
の
年
にReform

ation

と
個
人
の
自
由
そ
し
て
ド
イ
ツ

国
民
の
自
由
の
理
念
と
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る14

。
そ
し
て
一
八
三
〇
年
代
に
は
レ
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ

ン
ケ
がReform

ation

の
時
代
を
「
ド
イ
ツ
史
上
の
画
期
」
と
位
置
づ
け
る
。
こ
う
し
て
宗
教
改
革
は
「
時
代
」
を
特
徴
づ
け
る
大
事

件
と
み
な
さ
れ
、
ド
イ
ツ
人
の
歴
史
に
お
け
る
不
動
の
地
位
を
得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る15

。

二
、
近
世
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
ど
う
み
る
か

―
錯
綜
す
る
概
念

ド
イ
ツ
に
お
い
てReform

ation

が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
改
革
と
排
他
的
と
言
え
る
ほ
ど
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
は
事
実
だ
が
、

reform
atio

は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
用
語
で
も
あ
り
つ
づ
け
た
。
一
五
五
五
年
の
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
平
和
条
約
に
お
い
て
領
邦
君
主
に

認
め
ら
れ
たius reform

andi

はreform
atio

の
権
限
で
あ
り
、そ
れ
は
一
般
に
「
宗
派
選
択
権
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、場
合
に
よ
っ

て
は
宗
教
改
革
権
、
復
旧
権
と
も
訳
せ
る
。
こ
の
権
利
は
当
然
カ
ト
リ
ッ
ク
側
に
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
側
に
も
あ
っ
た
。
領
邦
の
宗
派



宗教改革の概念史―原語と日本語訳　踊　共二

（5）422

を
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
「
戻
す
」
手
続
き
もreform

atio

な
の
で
あ
る
。
一
六
五
三
年
に
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
家
の
世
襲

地
で
行
わ
れ
た
再
カ
ト
リ
ッ
ク
化
がreform

atio

と
呼
ば
れ
た
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
一
八
世
紀
前
半
に
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ

ア
条
約
関
係
の
数
多
く
の
史
料
を
編
集
し
た
法
学
者
ヨ
ハ
ン
・
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
フ
ォ
ン
・
マ
イ
エ
ル
ン
（
ル
タ
ー
派
）
は
、
各
派

が
そ
れ
ぞ
れ
のReform

ation

に
よ
っ
て
宗
派
を
変
え
た
か
と
思
え
ば
ま
たGegen-Reform

ation

が
行
わ
れ
て
き
た
と
論
じ
て
い

る16

。
こ
こ
でGegen-Reform

ation

は
「
別
の
」
宗
教
改
革
（
宗
派
変
更
）
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
複
数
のReform

ation

の

応
酬
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
行
動
だ
け
を
意
味
し
な
い
。Gegen-Reform

ation

の
担
い
手
は
ル
タ
ー
派
や
カ
ル
ヴ
ァ

ン
派
の
場
合
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る17

。

そ
の
後
一
八
世
紀
後
半
に
同
じ
く
ル
タ
ー
派
の
法
学
者
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
テ
ー
フ
ァ
ン
・
ピ
ュ
ッ
タ
ー
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

Reform
ation

と
カ
ト
リ
ッ
ク
のGegenreform

ation

は
ど
う
違
う
か
を
論
じ
、
後
者
は
強
引
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
再
興
さ
せ
る
反

動
的
運
動
で
あ
っ
た
と
論
じ
た
。
そ
れ
は
「
反
宗
教
改
革
」
と
訳
す
に
ふ
さ
わ
し
い
動
き
の
こ
と
で
あ
る18

。
こ
の
「
反
宗
教
改
革
」
観

は
ラ
ン
ケ
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
な
お
ピ
ュ
ッ
タ
ー
も
ラ
ン
ケ
もGegenreform

ationen

と
い
う
複
数
形
で
個
々
の
「
営
為
」

な
い
し
「
行
動
」
を
表
す
こ
と
が
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ
の
後
ラ
ン
ケ
はGegenreform

ation

を
包
括
的
概
念
と
位
置
づ
け
て
単
数
形

を
用
い
る
こ
と
が
多
く
な
り
、Antireform

ation
と
い
う
用
語
も
使
っ
た19

。
こ
う
し
た
用
語
の
使
用
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
反
動
性
」

を
過
度
に
強
調
し
、
中
世
後
期
か
ら
内
部
的
な
改
革
の
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
てK

atholische 

Reform
ation

（
カ
ト
リ
ッ
ク
宗
教
改
革
）
と
い
う
表
現
を
用
い
た
の
が
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
ウ
レ
ン
ブ
レ
ッ
ヒ
ャ
ー
で
あ
る
。
彼
自

身
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
改
革
派
）
で
あ
っ
た
が
、
中
近
世
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
に
さ
い
し
て
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
た20

。

一
方
、カ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
家
の
な
か
に
もGegenreform

ation

の
概
念
を
受
け
入
れ
る
者
が
い
た
。
た
と
え
ば
モ
ー
リ
ッ
ツ
・
リ
ッ

タ
ー
で
あ
る
。
リ
ッ
タ
ー
が
こ
の
否
定
的
含
意
の
あ
る
用
語
を
使
っ
た
の
は
、
彼
が
第
一
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
（
一
八
七
〇
年
）
の
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教
皇
不
可
謬
説
や
自
由
主
義
批
判
に
反
発
し
て
「
復
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
」
に
移
っ
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
で
あ
ろ
う21

。
他
方

Gegenreform
ation

概
念
を
積
極
的
に
使
っ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
家
た
ち
も
い
る
。
た
と
え
ば
ス
イ
ス
の
ピ
ウ
ス
協
会

（Piusverein

）
に
結
集
し
た
保
守
派
の
学
者
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
反
自
由
主
義
」
か
つ
「
反
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
」
の
旗
印
の
も
と

でReform
ation

とGegenreform
ation

の
歴
史
を
論
じ
た
。
忌
む
べ
き
自
由
主
義
を
も
た
ら
し
た
（
と
彼
ら
が
考
え
る
）
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
へ
の
「
反
撃
」
は
彼
ら
に
と
っ
て
は
積
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
彼
ら
が
発
行
し
た
『
ス
イ
ス
宗
教
改
革

史
雑
誌
』
に
お
い
てReform

ation

は
「
信
仰
分
裂Glaubensspaltung

」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
た22

。
こ
の
「
信
仰
分
裂
」
と
い
う
用

語
は
歴
史
的
事
実
を
言
い
表
し
て
い
る
た
め
に
現
在
も
使
わ
れ
る
が
、「
自
由
主
義
」
と
「
宗
教
改
革
」
を
結
び
つ
け
て
そ
れ
ら
の
両

方
を
同
時
に
攻
撃
す
る
立
場
は
学
術
の
世
界
で
は
継
承
さ
れ
て
い
な
い
。 

全
体
と
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
歴
史
家
た
ち
はGegenreform

ation

を
好
ま
な
か
っ
た
。
マ
ウ
レ
ン
ブ
レ
ッ
ヒ
ャ
ー
と
は
違
っ
て
自

身
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
パ
ス
ト
ー
ル
が
二
〇
世
紀
前
半
に
『
中
世
末
期
以
後
の
ロ
ー
マ
教
皇
史
』

と
題
す
る
大
著
に
お
い
てK
atholische Reform

ation

お
よ
びRestauration

の
概
念
を
用
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
の
改
革
と
復
興
を
表

現
す
る
と
、
そ
の
立
場
は
多
く
の
カ
ト
リ
ッ
ク
史
家
に
受
け
入
れ
ら
れ
た23

。
一
方
カ
ト
リ
ッ
ク
史
家
フ
ー
ベ
ル
ト
・
イ
ェ
デ
ィ
ン
は

K
atholische Reform

を
中
世
後
期
以
来
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
の
意
味
で
用
い
る
と
同
時
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
に
対
抗

す
るGegenreform

ation

（
反
宗
教
改
革
）
も
現
実
に
起
き
て
い
た
と
論
じ
、
一
種
の
中
間
的
な
立
場
を
と
っ
た24

。
な
お
彼
は

Reform
ation

の
概
念
を
カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
し
て
は
用
い
な
い
こ
と
よ
っ
て
独
自
の
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
の
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
考
え
た25

。

そ
の
後Gegenreform

ation

の
使
用
例
は
ド
イ
ツ
で
は
減
っ
て
い
く
が
、
英
語
圏
や
仏
語
圏
で
は
す
で
に
リ
ッ
タ
ー
の
時
代
に

Counter-Reform
ation, Contre-Réform

e

と
い
う
翻
訳
語
が
登
場
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
当
初
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
へ
の
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「
反
対
」
を
意
味
し
た
が
、K

atholische Reform
ation/Reform

の
概
念
の
登
場
と
と
も
に
次
第
に
定
義
が
変
化
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク

側
の
（
対
抗
的
な
）「
改
革
」
の
意
味
を
強
め
る
よ
う
に
な
る
。Counter-Reform

ation

はCatholic Reform
ation

やCatholic 

Reform

の
意
味
を
含
む
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る26

。
カ
ウ
ン
タ
ー
・
リ
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
カ
ト
リ
ッ
ク
・
リ
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
（
リ

フ
ォ
ー
ム
）
を
同
一
の
、
ま
た
は
並
行
す
る
現
象
と
み
な
す
欧
米
の
研
究
者
の
姿
勢
は
日
本
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

Gegenreform
ation/Counter-Reform

ation

を
「
反
宗
教
改
革
」
で
は
な
く
「
対
抗
宗
教
改
革
」
と
訳
す
研
究
者
が
多
い
の
は
そ
の

た
め
で
あ
る27

。

三
、
新
概
念
の
洪
水

―
二
〇
世
紀
後
半
以
降

一
九
八
〇
年
代
に
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
と
ハ
イ
ン
ツ
・
シ
リ
ン
グ
は
、
宗
教
改
革
と
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
が
人
間
の
内

面
お
よ
び
制
度
に
与
え
た
持
続
的
影
響
に
共
通
点
を
見
い
だ
し
、
そ
の
過
程
を
「
宗
派
化K

onfessionalisierung

」
と
呼
ん
だ
。
そ

の
さ
い
彼
ら
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ル
タ
ー
派
・
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
・
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
な
ど
の
大
宗
派
で
あ
っ

た
。
ま
た
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
の
改
革
と
国
家
体
制
の
整
備
・
強
化
、
社
会
的
規
律
化
を
結
び
つ
け
て
考
え
て
い
た
。
一
方
、
共
同
体

レ
ベ
ル
の
「
下
か
ら
」
の
運
動
や
権
力
者
の
後
援
を
受
け
（
ら
れ
）
な
い
再
洗
礼
派
な
ど
の
小
規
模
勢
力
に
よ
る
組
織
の
確
立
や
内
部

分
裂
に
も
宗
派
化
の
概
念
を
適
用
す
る
論
者
も
現
れ
て
い
る28

。

現
在
、多
く
の
研
究
者
がReform

ation

やCatholic Reform
な
ど
の
概
念
を
使
い
つ
づ
け
て
い
る
が
、は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、

宗
教
改
革
の
「
多
様
性
」
を
示
す
た
め
にReform

ations

と
い
う
複
数
形
を
用
い
た
り
、
大
文
字
書
き
を
や
め
て
小
文
字

（reform
ations

）
に
し
た
り
す
る
学
者
も
い
る
。
た
と
え
ば
カ
ー
タ
ー
・
リ
ン
ド
バ
ー
グ
が
そ
う
で
あ
る29

。 

中
世
後
期
か
ら
近
世
に
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か
け
て
ラ
テ
ン
語
のreform

atio

は
、
各
種
の
改
革
事
業
（
な
い
し
行
動
）
を
個
々
に
念
頭
に
置
く
場
合
は
複
数
形
でreform

a-

tiones

と
記
す
の
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
場
合
も
一
般
的
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
に
な
っ
て
も
た
と
え
ば
ク
リ

ス
テ
ィ
ア
ン
・
ト
マ
ジ
ウ
ス
の
よ
う
な
法
学
者
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
の
多
様
性
・
複
数
性
を
意
識
し
て
「
ル
タ
ー
、
ツ
ヴ
ィ

ン
グ
リ
そ
の
他
の
人
た
ち
の
諸
［
宗
教
］
改
革reform

ationes Lutheri, Zw
inglii, et aliorum

」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る30

。

し
た
が
っ
てReform

ation

の
複
数
形
を
復
活
さ
せ
る
試
み
は
け
っ
し
て
奇
異
な
も
の
で
は
な
い31

。
な
お
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
も

Reform
ations

に
含
め
る
リ
ン
ド
バ
ー
グ
の
立
場
は
、reform

atio

概
念
を
新
旧
両
派
が
共
有
し
て
い
た
歴
史
を
知
る
者
に
と
っ
て
は

十
分
に
理
解
可
能
で
あ
る
。

次
に
現
代
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
のreform

atio

論
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。
第
二
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
公
会
議
（
一
九
六
四
年
）
で
発
せ

ら
れ
た
エ
キ
ュ
メ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
教
令「
一
致
の
再
生
」（U

N
IT

A
T

IS RED
IN

T
EGRA

T
IO

）に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

「
教
会
が
こ
の
地
上
に
あ
る
か
ぎ
り
キ
リ
ス
ト
は
継
続
的
な
改
革
を
要
請
な
さ
るChrist sum

m
ons the Church to continual 

reform
ation as she sojourns here on earth

」
と32

。
こ
こ
でreform

ation

は
小
文
字
で
記
さ
れ
て
お
り
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の

独
占
物
で
は
な
い
「
教
会
改
革
」
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
中
世
以
来
の
用
語
の
復
活
と
も
い
え
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
（
改

革
派
）
が
強
調
す
る
「
た
え
ず
改
革
さ
れ
る
教
会ecclesia sem

per reform
anda

」
と
い
う
表
現
も
（
元
来
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に

由
来
す
る
言
葉
と
し
て
）
積
極
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
教
皇
庁
の
公
式
サ
イ
ト
の
あ
る
記
事
（
二
〇
〇
〇
年
）
に
は
「
た
え
ず
改
革

さ
れ
る
べ
き
教
会
と
い
う
理
念
はCounter-Reform

ation

の
時
代
以
降
、
つ
ま
り
ト
レ
ン
ト
公
会
議
以
降
、
歴
史
的
状
況
の
な
か
で

護
教
的
姿
勢
ゆ
え
に
犠
牲
に
さ
れ
て
き
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る33

。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
自
ら
がCounter-Reform

ation

の
時
代
と
い
う

表
現
を
用
い
て
い
る
点
が
興
味
深
い
。
こ
れ
は
「
真
理
」
の
独
占
と
異
端
の
根
絶
に
心
血
を
注
い
だ
過
去
の
歴
史
を
反
省
し
、
客
観
視

し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
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と
こ
ろ
で
ベ
ル
ン
ト
・
ハ
ム
に
よ
れ
ば
、
宗
教
改
革
は
中
世
後
期
以
来
の
「
中
心
的
規
範
へ
の
集
中norm

ative Zentrierung/ 

norm
ative centering

」（
具
体
的
に
は
「
受
難
」
の
「
キ
リ
ス
ト
」
へ
の
関
心
の
集
中
）
の
延
長
上
に
あ
る34

。
ハ
ム
は
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
「
根
」
を
中
世
後
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
世
界
に
求
め
る
「
連
続
史
観
」
の
持
ち
主
だ
と
い
え
る
。
中
世
後
期
の
ス
コ
ラ
学

の
一
派
で
あ
る
「
新
し
い
道
」
の
「
個
物
」
重
視
の
視
点
や
人
間
の
救
済
に
お
け
る
「
恩
恵
」
重
視
の
思
潮
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
主
義
）、

さ
ら
に
は
神
と
人
間
の
魂
の
直
接
的
交
流
を
説
く
「
ド
イ
ツ
神
学
」（
著
者
不
詳
）
な
ど
の
神
秘
主
義
と
ル
タ
ー
思
想
の
つ
な
が
り
を

強
調
す
る
研
究
者
た
ち
も
同
じ
で
あ
る35

。カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
に
つ
い
て
は「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ルCatholic Renew

al

」 

や「
カ

ト
リ
ッ
ク
の
リ
バ
イ
バ
ルCatholic Revival

」
と
い
っ
た
新
し
い
用
語
を
提
案
す
る
研
究
者
も
い
る
。「
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
」
は
ロ
ニ
ー
・

ポ
チ
ア
・
シ
ア
の
用
語
で
、
そ
れ
は
イ
エ
ズ
ス
会
が
認
可
さ
れ
た
一
五
四
〇
年
以
降
の
時
代
を
論
じ
る
た
め
の
概
念
で
あ
り
、「
刷
新
」

を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
「
リ
バ
イ
バ
ル
」
は
マ
ー
ク
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が
カ
ト
リ
ッ
ク
民
衆
の
信
仰
心
の
高
ま
り
を
強
調
す

る
た
め
に
使
用
す
る
概
念
で
あ
る36

。

こ
れ
ら
の
新
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
実
証
的
な
歴
史
研
究
を
行
う
さ
い
の
作
業
仮
設
に
な
り
う
る
。
そ
れ
ら
は
発
見
的
手
法
の
一
助
に
な

る
。
た
だ
し
取
捨
選
択
や
交
通
整
理
を
行
わ
な
い
と
、
概
念
の
洪
水
に
翻
弄
さ
れ
る
だ
け
に
終
わ
る
危
険
が
あ
る
。
意
味
内
容
に
重
複

の
あ
る
複
数
の
概
念（
用
語
）を
同
時
に
用
い
る
こ
と
も
時
と
し
て
有
益
で
あ
ろ
う
が
、そ
れ
ら
に
は
強
調
点
の
違
い
が
あ
り
う
る
か
ら
、

違
い
（
定
義
）
を
確
認
し
て
か
ら
実
際
の
歴
史
研
究
に
と
り
く
む
必
要
が
あ
る
。

四
、
日
本
の
宗
教
改
革
研
究
と
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
研
究

日
本
で
は
現
在
「
宗
教
改
革
」
はReform

ation

の
定
訳
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
明
治
時
代
初
期
に
か
け
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て
「
宗
教
」
と
「
改
革
」
と
い
う
和
製
漢
語
（
正
確
に
は
、一
般
に
は
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
古
い
漢
語
を
再
利
用
し
た
も
の
）
が
別
々

に
誕
生
し
、
結
び
つ
け
ら
れ
た
結
果
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。「
宗
教
」
な
る
語
は
仏
典
に
あ
っ

た
が
、
現
在
の
よ
う
に
広
く
知
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
宗
門
・
宗
旨
、
教
門
・
教
法
・
法
教
と
い
っ
た
用
語
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。
な

ぜ
「
宗
教
」
と
い
う
新
語
に
近
い
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
明
治
元
年
に
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
代
理
公
使
が
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
抗
議
し
、
彼
ら
が
信
じ
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
人
と
同
じreligion

で
あ
る
と
述
べ
た
英
文
を

通
訳
（
通
詞
）
が
「
宗
教
」
と
訳
し
た
最
初
期
の
事
例
が
知
ら
れ
て
い
る37

。
こ
の
訳
し
方
の
背
景
に
は
、
非
日
本
的
な
「
宗
教
」
で
あ

る
キ
リ
ス
ト
教
に
宗
門
や
宗
旨
と
い
っ
た
古
い
概
念
を
用
い
る
こ
と
へ
の
違
和
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
宗
門
で
は
古

い
「
邪
宗
門
」
の
連
想
が
働
き
、
外
交
的
に
穏
当
で
な
い
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
キ
リ
ス
ト
教
す

な
わ
ち
異
質
な
「
宗
教
」
を
日
本
的
な
宗
門
・
宗
旨
と
は
区
別
し
た
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
九
年
以
降
に
な
る

と
日
本
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
た
ち
も
「
宗
教
」
概
念
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
明
治
二
〇
年
代
に
は
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
っ
た
井
上

哲
次
郎
が
東
京
帝
国
大
学
で
「
比
較
宗
教
」
を
講
じ
た
。
そ
の
後
「
宗
教
」
は
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
な
く
仏
教
も
イ
ス
ラ
ー
ム

教
も
含
む
総
称
な
い
し
普
遍
的
概
念
と
な
る38

。

「
改
革
」
の
ほ
う
は
古
典
中
国
語
に
由
来
す
る
も
の
のreform

の
訳
語
と
し
て
明
治
期
に
定
着
し
、
し
ば
し
ば
「
進
歩
」
と
組
み
合

わ
せ
て
使
わ
れ
た
。「
宗
教+

改
革
」
は
「
西
洋
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
改
革
・
進
歩
」
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
福
沢
諭
吉

は
『
文
明
論
之
概
略
』（
一
八
七
五
年
／
明
治
八
年
）
に
お
い
て
「
ル
ー
ザ
」
の
「
宗
教
変
革
」
は
「
人
民
自
由
ノ
気
風
ヲ
外
ニ
表
シ

タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
文
明
進
歩
ノ
徴
候
ト
云
フ
可
シ
」「
宗
教
ノ
改
革
文
明
ノ
徴
候
」
と
述
べ
て
い
る39

。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
は

明
ら
か
に
「
啓
蒙
」
と
「
進
歩
」
の
文
脈
で
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
宗
教
改
革
観
は
（
お
そ
ら
く
現
代
ま
で
）
長
く
影
響
を
残
す
こ

と
に
な
る
。
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一
方
、「
反
（
対
）
宗
教
改
革
」
は
二
〇
世
紀
前
半
に
定
着
し
た
用
語
（
訳
語
）
で
あ
る
。
た
だ
し
石
原
謙
の
よ
う
に
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
で
あ
り
な
が
ら
「
反
対
宗
教
改
革
」（Gegenreform

ation

）
を
単
な
る
反
対
運
動
（
逆
襲
）
と
は
見
な
さ
ず
、
中
世
後
期
以
来

の
「
教
会
改
革
」（Reform

）
の
継
続
と
位
置
づ
け
た
ケ
ー
ス
も
あ
る40

。「
反
動
」
の
含
意
の
あ
る
「
反
宗
教
改
革
」
を
避
け
て
「
対
抗

宗
教
改
革
」
と
い
う
訳
語
を
使
う
傾
向
は
一
九
五
〇
年
代
に
始
ま
る41

。
そ
の
後
「
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」
と
い
う
用
語
こ
そ
適
切
で
あ
る

と
い
う
議
論
も
広
く
行
わ
れ
、
今
日
に
至
る
。
こ
の
研
究
史
上
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
今
野
元
が
批
判
的
に
検
討
し
て
お
り
、「
反
宗

教
改
革
」
な
る
用
語
に
対
す
る
「
言
葉
狩
り
」
が
行
わ
れ
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
今
野
は
そ
れ
を
「
カ
ト
リ
ッ
ク
擁
護
」
の
色
彩

の
強
い
「
排
斥
運
動
」
と
も
呼
ん
で
い
る42

。
し
か
し
何
か
組
織
的
な
排
斥
運
動
が
行
わ
れ
て
き
た
証
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
二
一
世

紀
に
お
い
て
「
反
宗
教
改
革
」
の
語
が
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い43

。
も
ち
ろ
ん
現
在
に
お
い
て
「
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」

「
対
抗
宗
教
改
革
」
の
方
が
「
反
宗
教
改
革
」
よ
り
も
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
擁
護
」

と
い
う
よ
り
、
中
世
後
期
と
宗
教
改
革
時
代
の
連
続
性
を
重
視
す
る
学
術
的
な
立
場
を
背
景
と
し
て
い
る
場
合
が
多
い
。
た
だ
し
「
カ

ト
リ
ッ
ク
改
革
」「
対
抗
宗
教
改
革
」
の
定
義
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
は
研
究
者
間
の
対
話
と
概
念

の
明
確
化
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

五
、「
宗
教
改
革
」
は
「
宗
教
改
革
」
の
ま
ま
で
よ
い
か
？　

わ
れ
わ
れ
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
宗
教
改
革
」
の
時
代
に
はreform

atio

概
念
は
宗
教
だ
け
で
な
く
政
治
制
度
や
法
律
や
教
育
の
分
野

で
も
使
わ
れ
て
お
り
、
狭
い
意
味
で
の
教
会
制
度
や
教
義
内
容
の
改
革
（
厳
密
に
は
再
生
・
復
興
）
を
さ
す
場
合
に
は
属
格
の
名
詞
を

補
う
か
た
ち
で
何
の
改
革
か
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
、
ブ
リ
ン
ガ
ー
の
次
に
チ
ュ
ー
リ
ヒ
の
グ
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ロ
ー
ス
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
教
会
の
首
席
牧
師
と
な
っ
た
ル
ド
ル
フ
・
グ
ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
一
世
に
送
っ
た
書

簡
（
一
五
五
九
年
）
の
な
か
で
「
教
会
と
宗
教
の
改
革 ecclesiase et religionis reform

atio

」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
れ

は
教
会
制
度
と
教
義
の
改
革
・
再
生
の
意
味
で
あ
る44

。
こ
の
場
合
のreligio

は
む
ろ
ん
現
代
的
な
宗
教
概
念
（
世
界
の
諸
宗
教
の
総
称
）

で
は
な
く
、キ
リ
ス
ト
教
な
い
し
そ
の
内
部
の
宗
派
（
教
派
）
を
意
味
し
て
い
た
。religio Lutherana

やreligio Calviniana

と
い
っ

た
用
例
も
あ
る
。
一
七
世
紀
前
半
の
ル
タ
ー
派
神
学
者
ヨ
ハ
ネ
ス
・
ヒ
ン
メ
ル
は
「
わ
れ
ら
が
ア
ウ
ク
ス
ブ
ル
ク
の
信
仰
告
白
お
よ
び

宗
教A

ugustana confessio &
 religio nostra

」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る45

。
こ
こ
で
はreligio

に
「
宗
派
」
の
意
味
が
与
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
とreligionis reform

atio

は
「
宗
教
の
改
革
」
と
「
宗
派
の
改
革
」
の
二
重
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

明
治
時
代
のReform

ation
の
訳
に
「
宗
門
改
革
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
近
世
的
な
意
味
で
は
正
し
い
の
か
も
し
れ
な

い46

。永
本
哲
也
は
明
治
期
にReform

ation
の
訳
語
と
し
て
「
宗
教
改
革
」
が
定
着
し
、「
宗
旨
改
革
」
や
「
宗
門
改
革
」
と
い
っ
た
他

の
表
現
が
消
え
て
い
っ
た
理
由
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
、Reform

ation

を
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
え
の
改
革
」
と
い
う
意
味

で
と
ら
え
た
明
治
の
知
識
人
た
ち
が
も
と
も
と
仏
教
用
語
で
「
宗
派
」
の
「
教
え
」
を
意
味
す
る
「
宗
教
」
な
る
語
を
選
び
、教
え
（
ビ

リ
ー
フ
）
よ
り
儀
礼
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
）
を
重
ん
じ
る
日
本
的
な
「
宗
門
」「
宗
旨
」
を
避
け
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る47

。
こ
の
説
明
に

は
一
定
の
蓋
然
性
が
あ
ろ
う
が
、
い
く
つ
か
疑
問
点
も
残
る
。
ま
ず
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
え
の
改
革
」
と
い
う
表
現
は
「
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
教
え
を
改
革
す
る
こ
と
」
と
読
め
て
し
ま
う
点
で
曖
昧
で
あ
る
。「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
改
革
」
と
し

な
け
れ
ば
、
正
確
な
表
現
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
宗
教
」
は
そ
も
そ
も
仏
教
用
語
で
「
宗
派
」
の
「
教
え
」
を
意
味
し
た

と
い
う
説
明
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
中
村
元
の
包
括
的
な
研
究
に
よ
れ
ば
、「
宗
」
は
「
教
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
多
様
な
宗
派
の

教
え
を
さ
す
場
合
も
あ
る
が
、
元
来
「
宗
」
と
は
「
究
極
の
真
理
」
を
意
味
し
、「
教
」
は
そ
の
多
様
な
説
明
を
さ
し
て
い
た
と
い
う
。
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中
村
に
よ
れ
ば
、
明
治
の
知
識
人
と
り
わ
け
哲
学
者
た
ち
がreligion

を
「
宗
教
」
と
訳
し
た
と
き
、
彼
ら
が
抱
い
て
い
た
の
は
絶
対

的
真
理
と
そ
れ
に
関
す
る
多
様
な
教
え
と
い
う
重
層
的
な
理
解
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
た
ん
な
る
宗
派
の
教
え
に
矮
小
化
で
き
な
い
根
源

性
な
い
し
高
次
元
性
が
含
意
さ
れ
て
い
た48

。
な
お
日
本
の
諸
宗
教
（
宗
門
・
宗
旨
）
を
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
中
心
、
西
洋
の
キ
リ
ス
ト

教
を
「
ビ
リ
ー
フ
」
中
心
と
み
な
す
観
点
に
も
問
題
を
感
じ
る
。
欧
米
列
強
が
明
治
政
府
に
在
留
外
国
人
の
「
宗
教
の
自
由
」
を
強
く

求
め
た
時
、
そ
れ
は
彼
ら
が
信
じ
る
教
え
を
公
然
と
「
実
践
」
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
日
本
が
一
八
六
九
年
に
「
独
逸
北
部

聯
邦
」（
北
ド
イ
ツ
連
邦
）
と
結
ん
だ
修
好
通
商
条
約
第
四
条
に
は
「
日
本
に
在
住
す
る
独
逸
国
人
民
ハ
其
自
国
の
宗
教
を
自
由
に
行

ふ
の
理
あ
る
べ
し
故
に
其
居
留
地
に
其
宗
教
を
奉
す
る
為
の
宮
社
を
営
む
事
勝
手
た
る
べ
し
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
文
に
は

「
自
由
な
宗
教
活
動
の
権
利das Recht freier Religionsübung

」
と
い
う
表
現
が
み
え
る
。「
宗
教
的
な
し
き
た
りReligions-

gebräuche

」
と
い
う
表
現
も
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
宗
教
的
な
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
の
権
利
要
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も

キ
リ
ス
ト
教
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
ろ
う
と
「
ビ
リ
ー
フ
」
と
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
」
の
両
方
を
本
質
的
な

構
成
要
素
と
し
て
お
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
も
す
で
に
一
八
五
八
年
の
日
米
修
好
通
商
条
約
に
お
い
て
「
彼
ら
の
宗
教
の
自
由
な
実
践

free exercise of their religion

」
の
権
利
を
強
く
要
求
し
て
い
た49

。
そ
う
し
た
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
の
要
求
に
日
本
の
知
識
人
た
ち
が
無

頓
着
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
を
総
合
的
に
考
慮
す
れ
ば
、「
宗
教
」
お
よ
び
「
宗
教
改
革
」
の
概
念
に
は
最
初
か

ら
明
晰
さ
が
欠
け
て
お
り
、
現
在
も
そ
の
状
態
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

と
も
あ
れ
、
ル
タ
ー
や
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
改
革
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
も
射
程
に
収
め
た
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル

を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
か
、
キ
リ
ス
ト
教
内
部
に
限
定
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
特
定
の
宗
派
に
限
っ
た
も
の
で

あ
っ
た
の
か
、
再
確
認
し
た
う
え
で
訳
語
を
選
び
直
す
か
、
言
い
換
え
な
い
し
併
記
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
。「
宗
教
改
革
」
と
い
う

訳
語
は
、
最
初
に
述
べ
た
と
お
り
、
現
代
に
お
い
て
は
、
複
数
の
異
な
る
宗
教
を
念
頭
に
置
い
た
大
規
模
な
改
革
と
い
う
意
味
に
も
と
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れ
る
。
し
か
し
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宗
教
改
革
の
担
い
手
た
ち
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
お
よ
び
近
接
地
域
の
「
キ
リ
ス
ト

教
の
改
革
」
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
ら
に
は
他
の
宗
教
（
異
教
）
と
の
戦
い
や
海
外
宣
教
の
意
欲
も
な
か
っ
た50

。
一
方
、
近

世
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
・
南
北
ア
メ
リ
カ
に
進
出
し
、
日
本
で
は
仏
教
や
神
道
と
対
決
し
て
宗
教
的
闘
争
を
繰

り
広
げ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
運
動
に
は
広
い
意
味
で
の
「
宗
教
」
の
改
革
と
呼
ぶ
べ
き
要
素
が
あ
っ
た
。
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
は
「
上

か
ら
」
の
「
宗
教
」
の
改
革
・
改
変
の
推
進
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
そ
の
意
味
で
「
宗
教
改
革
」
は
、
む
し
ろ
近
世
の
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
事
業
の
呼
称
と
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い51

。

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
改
革
者
た
ち
の
「
改
革
」
は
厳
密
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
の
「
キ
リ
ス
ト
教
」
の
教
義
（
ビ
リ
ー
フ
）、

教
会
制
度
（
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ン
）、
儀
礼
・
信
仰
実
践
（
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
）
の
改
革
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
現
代
に
お
い

て
は
「
宗
教
改
革
」
よ
り
も
「
キ
リ
ス
ト
教
改
革
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
明
治
時
代
の
「
宗
教+

改
革
」
の
「
宗
教
」

は
当
初
、
欧
米
の
諸
国
民
が
信
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
関
し
て
使
わ
れ
た
用
語
で
あ
っ
た
。
し
か
も
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
が
「
進
歩
」

の
牽
引
す
る
「
宗
教
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
普
遍
概
念
な
い
し
諸
宗
教
の
総
称
に
な
っ
て
久
し
い
現
在
に
お
い
て
は
、「
キ

リ
ス
ト
教
改
革
」
と
い
う
限
定
的
表
現
を
用
い
る
ほ
う
が
妥
当
で
は
な
い
の
か
。
複
数
性
を
強
調
す
る
場
合
は
「
キ
リ
ス
ト
教
諸
改
革
」

が
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
時
代
と
場
所
に
限
定
を
加
え
る
と
す
れ
ば「
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
改
革
」に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
筆
者
は
「
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」
も
そ
の
一
部
と
位
置
づ
け
る
立
場
を
と
り
た
い
。
神
学
や
教
会
組
織
の
「
違
い
」
を
強
調
し
た
け

れ
ば
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
い
う
用
語
を
使
え
ば
こ
と
足
り
る
。「
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
改
革
」

の
推
進
者
の
な
か
に
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
と
ど
ま
っ
た
人
た
ち
と
そ
こ
か
ら
離
反
し
た
人
た
ち
が
お
り
、
離
反
の
程
度
は
一
様
で
は
な

か
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
教
会
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
派
を
比
較
す
れ
ば
わ
か
る
。
ル
タ
ー
派
だ
け
で
な
く
カ
ト
リ
ッ
ク
内
部

に
も
出
現
す
る
「
敬
虔
派
」
や
聖
書
集
会
実
践
者
た
ち
に
も
注
目
し
た
い
。
一
九
世
紀
以
後
の
「
復
古
カ
ト
リ
ッ
ク
」（
教
皇
権
を
認
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め
な
い
一
派
）
や
二
〇
世
紀
の
「
聖
ピ
オ
十
世
会
」（
ト
レ
ン
ト
式
ミ
サ
の
継
続
を
求
め
る
一
派
）
も
「
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス

ト
教
諸
改
革
」
の
時
代
か
ら
続
く
諸
問
題
を
背
景
と
し
て
生
ま
れ
た
カ
ト
リ
ッ
ク
的
教
団
で
あ
る52

。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
一
六
、一
七
世
紀
のreform

atio

概
念
は
必
ず
し
も
新
思
想
や
新
制
度
の
導
入
を
意
味
し
な
い
。
ま
し
て
や

「
進
歩
」
と
同
義
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
再
生
・
復
旧
・
復
興
の
意
味
が
あ
り
、
そ
の
点
で
は
ル
ネ
サ
ン
ス
概
念
に
通
じ
る
要
素
が
あ
る
。

他
方
、
近
代
語
のreform

, réform
e, Reform

に
は
「
改
善
」「
進
歩
」
の
含
意
が
強
く
、
再
生
の
意
味
は
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
「
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
改
革
」
を
欧
米
語
で
表
現
す
る
場
合
に
はreform

で
は
な
くreform

ation(s)

を
用
い
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
「
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
改
革
」
を
英
訳
す
れ
ばChristianity-reform

ations in Early 

M
odern Europe

に
な
る
で
あ
ろ
う
か53

。
な
おReform

ation

の
小
文
字
化
や
複
数
化
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
て

い
る
。
絶
対
化
の
印
象
を
避
け
、
多
様
性
の
認
識
を
促
進
し
う
る
か
ら
で
あ
る54

。

以
上
の
よ
う
な
考
察
に
も
と
づ
い
て
一
六
世
紀
に
沸
点
に
達
し
た
「
宗
教
改
革
」
を
定
義
す
れ
ば
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
「
本
来

の
姿
」
を
と
り
戻
す
べ
く
何
か
を
廃
止
し
た
り
新
た
に
創
出
し
た
り
す
る
運
動
と
そ
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
れ
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
事

業
で
も
あ
り
カ
ト
リ
ッ
ク
の
事
業
で
も
あ
っ
た
。「
信
仰
の
み
」「
恩
恵
の
み
」「
聖
書
の
み
」
を
宗
教
改
革
の
本
質
的
要
素
と
み
る
立

場
は
明
快
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、「
恩
恵
の
み
」
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
「
自
由
意
思
」
の
神
学
は
宗
教
改
革
陣
営
の
内
部
に
も

存
在
し
つ
づ
け
た
し
、「
聖
書
の
み
」
は
多
く
の
場
合
、
聖
書
解
釈
の
役
割
を
委
ね
ら
れ
た
権
威
あ
る
聖
職
者
た
ち
の
公
式
見
解
に
左

右
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
マ
タ
イ
福
音
書
五
章
の
「
い
っ
さ
い
誓
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
の
言
葉
は
「
聖
書
の
み
」

を
唱
え
る
人
た
ち
を
現
実
的
に
拘
束
す
る
こ
と
は
な
く
、
支
配
者
へ
の
忠
誠
誓
約
や
法
廷
で
の
宣
誓
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
世
界
で
も

行
わ
れ
つ
づ
け
た
。「
聖
書
の
み
」
は
多
く
の
場
合
「
聖
書
解
釈
を
行
う
権
能
を
有
す
る
神
学
者
の
見
解
に
よ
っ
て
の
み
」
を
意
味
し
、

神
学
者
た
ち
は
し
ば
し
ば
現
実
の
政
治
制
度
や
社
会
制
度
に
妥
協
す
る
な
か
で
聖
書
を
解
釈
し
て
い
た
。
再
洗
礼
派
の
よ
う
に
そ
う
し
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た
こ
と
を
無
視
し
た
草
の
根
の
聖
書
主
義
者
は
弾
圧
を
受
け
る
し
か
な
か
っ
た55

。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
「
宗
教
改
革
」
と
い
う
用
語
の
使
用
を
や
め
る
こ
と
を
提
案
し
て
は
い
な
い
。
重
要
な
の
は
言
い
換
え
と
併
記
を

試
み
る
な
か
で
「
定
義
」
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
あ
る56

。
な
お
「
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」
は
必
ず
し
も
教
皇
や
枢
機
卿
、
司
教
や
公
会
議

を
主
体
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
発
的
に
（
下
か
ら
）
沸
き
起
こ
っ
て
い
た
運
動
も
含
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ト
レ
ン
ト
公
会

議
は
た
と
え
ば
司
教
の
「
任
地
定
住
義
務
」
を
再
確
立
し
た
点
で
一
定
の
「
改
革
」
を
成
し
遂
げ
た
と
い
え
る
が
、
こ
の
会
議
の
あ
ず

か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
新
し
い
タ
イ
プ
の
修
道
団
体
の
形
成
の
動
き
が
み
ら
れ
、
聖
人
・
聖
母
・
殉
教
者
に
対
す
る
崇
拝
熱
が
高
ま
り
、

信
徒
中
心
の
聖
書
集
会
運
動
が
生
じ
て
い
た
こ
と
も
無
視
で
き
な
い57

。
こ
れ
ら
の
運
動
の
担
い
手
の
自
覚
の
レ
ベ
ル
で
は
「
改
革
」
は

目
標
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
研
究
者
の
視
点
か
ら
は
（
す
く
な
く
と
も
運
動
と
し
て
の
）
宗
教
改
革
す
な
わ
ち
近

世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
改
革
の
一
部
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
出
現
後
の
「
反
宗
教
改
革
」
と
中
世
後
期
の
神
学
や
信
仰
実
践
と
つ
な
が
り
を
も
つ
「
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」
は
同

義
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
前
者
は
（
使
い
つ
づ
け
る
場
合
は
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
の
対
決
・
論
争
を
含
む
事
象
に
限
定
し
て
用
い

る
べ
き
で
あ
ろ
う58

。「
対
抗
宗
教
改
革
」
は
論
者
に
よ
っ
て
「
反
宗
教
改
革
」
の
言
い
換
え
で
あ
っ
た
り
広
義
の
「
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」

の
意
味
を
も
っ
て
い
た
り
す
る
か
ら
、研
究
者
間
で
議
論
を
深
め
て
定
義
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
の「
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
」

と
「
リ
バ
イ
バ
ル
」
は
同
じ
意
味
で
は
な
く
、
後
者
は
一
種
の
精
神
的
高
揚
も
表
現
し
て
い
る
か
ら
、
い
わ
ば
草
の
根
の
信
仰
復
興
の

研
究
を
行
う
場
合
に
有
益
な
概
念
で
あ
る
。「
宗
派
化
」
は
多
義
的
で
あ
り
、
人
間
の
内
面
に
も
外
的
行
為
、
組
織
、
制
度
に
も
関
わ
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る
点
で
焦
点
が
定
め
に
く
い
面
が
あ
る
も
の
の
、
何
ら
か
の
対
象
物
が
宗
派
教
会
の
教
義
（
信
仰
告
白
）
に
合
致
し
た
も
の
に
「
改
変
」

さ
れ
る
現
象
を
追
う
の
に
有
益
な
概
念
で
あ
る
。
宗
派
化
論
は
当
初
は
射
程
外
だ
っ
た
小
宗
派
の
「
ミ
ク
ロ
な
宗
派
化m

icro-

confessionalization

」
の
研
究
や
諸
宗
派
の
分
裂
と
併
存
・
均
衡
状
態
の
出
現
す
な
わ
ち
「
多
宗
派
化 m

ulti-confessionalization

」

の
研
究
に
も
応
用
さ
れ
て
お
り
、
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
改
革
が
何
を
も
た
ら
し
た
か
を
具
体
的
に
知
る
研
究
に
寄
与
し

て
い
る59

。
い
ず
れ
に
し
て
も
概
念
は
概
念
で
あ
っ
て
実
体
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
精
緻
化
や
改
良
（
や
使
用
中
止
）
の
対
象

に
な
っ
て
当
然
で
あ
る
。
た
だ
し
概
念
を
め
ぐ
る
論
争
だ
け
で
は
空
疎
で
あ
り
、
事
実
を
探
る
実
証
的
な
歴
史
研
究
と
の
往
還
が
欠
か

せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

※ 

本
稿
は
第
七
二
回
日
本
西
洋
史
学
会
大
会
の
小
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
宗
教
改
革
の
概
念
と
実
相

―
欧
米
世
界
と
日
本
」（
二
〇
二
三
年
五
月
二
一

日
実
施
）
に
さ
い
し
て
筆
者
が
行
っ
た
報
告
を
増
補
し
て
論
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

１　

 Cf. M
ichael Root, W

hat are w
e com

m
em

orating? in: R
em

em
bering the R

eform
ation. Com

m
em

orate? Celebrate? R
epent?, ed. by M

. 
Root and Jam

es J. Buckley, Eugene, O
regon, 2017, 14. 

２　

 H
eiko O

berm
an, Zw

ei Reform
ationen. Luther und Calvin: A

lte und N
eue W

elt, Berlin 2003; Carter Lindberg, T
he E

uropean 
R

eform
ations, 2nd edition, H

oboken, N
ew

 Jersey, 2009. 
小
文
字
書
き
に
し
て
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
を
含
め
る
例
と
し
て
はM

ichael Root, op. cit.

３　

 O
vidius, M

etam
orphoses, Books 6-10 (E

nglish and Latin), ed. by W
illiam

 S. A
nderson, U

niversity of O
klahom

a Press, 1993, 216. 

オ

ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
物
語
』（
下
）
中
村
善
也
訳
（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
五
年
、
第
一
七
刷
）、
三
三
頁
。

４　

 Reform
ation

の
概
念
史
に
つ
い
て
全
般
的
に
はEike W

olgast, Reform
, Reform

ation, in: Geschichtliche Grundbegriffe, Bd. 5, Stuttgart 
1984, 313-360

を
参
照
。
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５　

 Peter W
hite ed., A

ugustine. Confessions, Book V
-IX

 (Cam
bridge Greek and Latin Classics), Cam

bridge, 2019, 45. 

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
『
告
白
』（
下
）
服
部
英
次
郎
訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
七
六
年
）、
二
一
八
頁
（
七
巻
八
章
一
二
節
）。

６　
 J.-P. M

igne ed., Patrologiae Cursus Com
pletes. Series Latina, V

ol. 216, Paris, 1855, col. 824.
７　

 「
皇
帝
ジ
ギ
ス
ム
ン
ト
の
改
革
」
お
よ
び
そ
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
簡
潔
に
は
千
葉
敏
之
「
ド
イ
ツ
・
ラ
イ
ヒ
の
展
開
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
」
木
村
靖
二
ほ

か
編
『
ド
イ
ツ
史
研
究
入
門
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
一
四
年
）、
三
八
～
六
四
頁
を
参
照
。

８　

 A
cta reform

ationis catholicae ecclesiam
 Germ

aniae concernantia saeculi X
V

I, Bd. 6, hg. v. G. Pfeilschifter, Regensburg 1964, 349.

９　

 D
ie Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen K

irche, V
ollständige N

euedition, hg. v. Irene D
ingel, Göttingen 2014, 1311.

10　

 Johann Gerhard, Beati Lutheri ad m
inisterium

 et reform
ationem

 legitim
a vocatio, Jena 1617, 28. 

な
お
一
六
一
七
年
が
宗
教
改
革
百
周
年

と
さ
れ
た
の
は
一
五
一
七
年
（
一
〇
月
三
一
日
）
に
ル
タ
ー
が
『
九
五
箇
条
の
論
題
』
を
ヴ
ィ
ッ
テ
ン
ベ
ル
ク
の
城
教
会
の
扉
へ
の
掲
出
の
か
た
ち
で
「
公

表
」
し
た
年
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
何
を
も
っ
て
「
始
ま
り
」
と
す
る
か
は
歴
史
認
識
の
問
題
で
あ
り
、
実
証
面
で
の
異
説
も
あ
る
。
教
会
の
悪
弊

に
対
す
る
批
判
は
い
つ
の
時
代
に
も
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、「
始
ま
り
」
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
の
決
別
と
新
し
い
教
会
の
樹
立
に
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

踊
共
二
「
創
ら
れ
た
ド
イ
ツ
宗
教
改
革

―
現
代
史
的
考
察
」『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
八
年
）、
一
～
三
三
頁
お
よ
び
踊
共

二
編
『
記
憶
と
忘
却
の
ド
イ
ツ
宗
教
改
革
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

11　

 

な
おLutherisch

と
い
う
表
現
は
も
と
も
と
カ
ト
リ
ッ
ク
側
が
使
っ
た
蔑
称
で
あ
る
。V

gl. H
einrich H

eppe, U
rsprung und Geschichte der 

Bezeichnungen „reform
ierte“ und „lutherische“ K

irche, Gotha 1859, 1-12, 95-99.

12　

 V
gl. A

rt. Reform
ation, in: Grosses vollständiges U

niversal-Lexikon A
ller W

issenschafften und K
ünste, hg. v. Peter Zedler, Bd. 30, 

H
alle (Saale) und Leipzig 1741, 1676.

13　

 

た
と
え
ばJustus M

öser, Lettre â M
r. de V

oltaire contenant un essai sur le caractère du D
r. M

artin Luther et sa reform
ation, 

H
am

bourg, 1750. 

14　

 

ハ
イ
ン
ツ=

ヘ
ル
マ
ン
・
ブ
ラ
ン
ト
ホ
ル
ス
ト
『
ル
タ
ー
の
継
承
と
市
民
的
解
放
』
桑
山
政
道
訳
（
新
地
書
房
、
一
九
九
一
年
）、
四
三
～
六
一
頁
。

15　

 Leopold von Ranke, D
eutsche Geschichte im

 Zeitalter der Reform
ation,5 Bde., Berlin 1839-1843.　

宗
教
改
革
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
論
争

や
交
流
の
な
か
で
展
開
し
、
そ
の
思
想
は
や
が
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
強
国
の
植
民
主
義
を
媒
介
と
し
て
海
外
に
も
影
響
を
与
え
る
た
め
、
け
っ
し
て
「
国

民
史
」
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
の
場
合
は
「
ド
イ
ツ
の
英
雄
」
で
あ
る
ル
タ
ー
へ
の
強
い
関
心
が
け
っ
き
ょ
く
ナ
チ
ズ
ム
に
ま

で
流
れ
込
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
の
宗
教
改
革
研
究
の
進
展
の
足
枷
と
な
る
。
ナ
チ
ズ
ム
の
時
代
に
は
、
ル
タ
ー
と
ヒ
ト
ラ
ー
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
追
放
と

ド
イ
ツ
民
族
の
純
粋
性
の
確
保
を
求
め
た
点
で
同
じ
「
改
革
」
を
志
し
て
い
た
と
い
う
言
説
ま
で
聞
か
れ
た
。
踊
共
二
、
前
掲
、「
創
ら
れ
た
ド
イ
ツ
宗
教

改
革
」
を
参
照
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
宗
教
改
革
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
影
響
」
を
長
期
的
に
論
じ
る
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る
。V

gl. 
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T
raugott Jähnichen et al. (H

g.), Globale W
irkungen der Reform

ation (Jahrbuch Sozialer Protestantism
us, Band 11), Berlin 2018. 

た

だ
し
英
語
圏
の
よ
う
に
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
宗
教
改
革Global Reform

ation

」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
研
究
は
ま
れ
で
あ
る
。
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は

N
icholas T

erpstra ed., Global Reform
ations Sourcebook, London, 2021

を
参
照
。

16　
 Johann Gottfried von M

eiern, A
cta Com

itialia Ratisbonensia Publica D
e M

D
CLIII. Et M

D
CLIV

. O
der Regenspurgische 

Reichstags-H
andlungen von den Jahren 1653 und 1654, T

l. 2, Leipzig 1740, 527.

17　

 
フ
ォ
ン
・
マ
イ
エ
ル
ン
もius reform

andi

を
論
じ
る
な
か
でreform
ationes

（
ラ
テ
ン
語
の
複
数
形
）
を
用
い
た
。V

on M
eiern, a. a. O

., 22.

18　

 Johann Stephan Pütter, K
urzer Begriff der T

eutschen Reichsgeschichte, Göttingen 1791, 104.

19　

 Leopold von Ranke, W
eltgeschichte, Bd. 4, 2. A

ufl., Leipzig 1896, 607.

20　

 W
ilhelm

 M
aurenbrecher, Geschichte der katholischen Reform

ation, Bd. 1, N
öldringen 1880.

21　

 M
oritz Ritter, D

eutsche Geschichte im
 Zeitalter der Gegenreform

ation und des D
reißigjährigen K

rieges (1555‒1648), Bd. 1: 
1555‒1586, Stuttgart 1889.

22　

 

こ
れ
は
第
二
巻
以
降
で
あ
る
。Vgl. A

rchiv für die schw
eizerische Reform

ations-Geschichte, hg. auf V
eranstaltung des Schw

eizerischen 
Piusvereins, Bd. 2, 1872.

23　

 V
gl. Ludw

ig von Pastor, Geschichte der Päpste im
 Zeitalter der katholischen Reform

ation und Restauration. Pius IV
 (1559-1565) 

(Geschichte der Päpste seit dem
 A

usgang des M
ittelalters), Bd. 7, Freiburg im

 Breisgau 1920. 

な
お
パ
ス
ト
ー
ル
は
ル
タ
ー
派
の
父
と
カ

ト
リ
ッ
ク
の
母
の
間
に
生
ま
れ
、
父
の
信
仰
に
従
っ
て
育
て
ら
れ
た
が
、
一
〇
歳
の
と
き
に
そ
の
父
が
死
亡
し
て
か
ら
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
属
す
る
（
こ

と
に
さ
せ
ら
れ
た
）
と
い
う
宗
派
変
更
の
体
験
者
で
あ
る
。
英
訳
版
（
裏
表
紙
）
の
著
者
紹
介
を
参
照
。Ludw

ig von Pastor, H
istory of the Popes, 

V
ol. I: T

he G
reat Schism

, M
orrisville, N

orth Carolina, 2015. 

パ
ス
ト
ー
ル
説
の
受
容
に
つ
い
て
はEike W

olgast, a. a. O
., 335

を
参
照
。

24　

 H
ubert Jedin, K

atholische R
eform

ation oder G
egenreform

ation? E
in V

ersuch zur K
lärung der B

egriffe nebst einer 
Jubiläum

sbetrachtung über das T
rienter K

onzil, Luzern 1946.

25　

 

な
おReform

と
い
う
単
語
は
元
来
ド
イ
ツ
語
に
は
存
在
せ
ず
、
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
語
か
ら
移
入
さ
れ
た
の
は
一
八
世
紀
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で

は réform
ation

とréform
e 

は
類
義
語
だ
が
、
前
者
は
「
行
動
」
や
「
運
動
」
を
示
し
、
後
者
は
そ
の
「
結
果
」
す
な
わ
ち
教
義
・
儀
礼
・
制
度
の
変

更
等
を
意
味
す
る
と
さ
れ
る
。M

arc V
énard, Réform

e, Réform
ation, Préréform

e, Contre-Réform
e. Étude de vocabulaire chez les 

historiens récents de langue française, in: H
istoriographie de la R

éform
e, Philippe Joutard (dir.), N

euchâtel, 1977, 352-365. 

し
か
し
フ

ラ
ン
ス
語
のréform

e

を
ド
イ
ツ
語
化
し
たReform

をReform
ation

の
類
義
語
と
み
な
す
場
合
は
行
動（
運
動
）も
そ
の
結
果
も
含
む
こ
と
に
な
る
。イ
ェ

デ
ィ
ン
の
立
場
（
す
な
わ
ち
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
と
反
宗
教
改
革
の
二
重
概
念
の
使
用
）
の
二
一
世
紀
に
お
け
る
継
承
者
は
デ
ィ
ー
タ
ー
・
ヴ
ァ
イ
ス
で
あ
る
。
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D
ieter J. W

eiß, K
atholische Reform

 und Gegenreform
ation. Ein Ü

berblick. W
issenschaftliche Buchgesellschaft, D

arm
stadt 2005. 

な
お
ヴ
ァ
イ
ス
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
。

26　
 A

nthony D
. W

right, T
he Counter-R

eform
ation. Catholic E

urope and the N
on-Christian W

orld, A
ldershot, 2005, 232f. 

ド
イ
ツ
で
は

二
〇
世
紀
後
半
に
な
る
とGegenreform

ation

に
近
代
化
・
合
理
化
の
端
緒
を
み
る
研
究
も
現
れ
た
。V

gl. W
olfgang Reinhard, Gegenreform

ation 
als M

odernisierung? Prolegom
ena zu einer T

heorie des konfessionellen Zeitalters, in: A
rchiv für Reform

ationsgeschichte, Jg.13 
(1977), 226-252.

27　

 

山
川
出
版
社
の
『
世
界
史
用
語
集
』
で
は
「
対
抗
宗
教
改
革 

（
反
宗
教
改
革
）Counter Reform

ation

」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
定
義
は
「
宗
教
改
革
の

進
展
に
打
撃
を
受
け
た
旧
教
側
が
信
仰
上
・
道
徳
上
の
刷
新
を
目
指
し
た
動
き
」
で
あ
る
。
全
国
歴
史
教
育
研
究
協
議
会
編
『
世
界
史
用
語
集
・
改
訂
版
』

（
山
川
出
版
社
、二
〇
一
八
年
）、一
六
一
頁
。
ち
な
み
にChatGPT

は
「Counter-Reform

ation

を
日
本
語
に
す
る
と
『
対
抗
宗
教
改
革
』
と
な
り
ま
す
」

「Gegenreform
ation

を
日
本
語
に
す
る
と『
対
抗
宗
教
改
革
』と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
語
でCounter-Reform

ation

と
同
じ
意
味
を
表
し
ま
す
」

と
回
答
し
た
（
二
〇
二
三
年
四
月
二
七
日
）。「
対
抗
宗
教
改
革
」
を
使
う
論
者
が
多
数
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

28　

 

踊
共
二
「
宗
派
化
と
世
俗
化
の
歴
史
解
釈

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー
へ
」『
東
欧
史
研
究
』
四
〇
号
（
二
〇
一
八
年
）、
九
七
～

一
〇
八
頁
。
な
お
シ
リ
ン
グ
は
特
定
の
宗
派
教
会
と
国
家
機
関
の
癒
着
な
い
し
一
体
化
が
け
っ
き
ょ
く
「
世
俗
化
」
を
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、

ブ
ラ
ッ
ド
・
グ
レ
ゴ
リ
ー
は
、
進
歩
的
な
政
策
を
と
る
諸
国
家
が
経
済
を
優
先
し
、
争
い
を
避
け
る
た
め
に
宗
派
的
多
様
性
を
認
め
、
信
仰
の
「
個
人
化
」

を
促
進
す
る
な
か
で
世
俗
化
が
（
意
図
せ
ざ
る
宗
教
改
革
の
帰
結
と
し
て
）
起
こ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。Brad Gregory, T

he U
nintended 

R
eform

ation. H
ow

 a R
eligious R

evolution Secularized Society, Cam
bridge, 2012, 21, 23, 215. 

29　

 Lindberg, op. cit. 

『
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
章
を
担
当
し
た
ウ
リ
ン
カ
・
ル
ブ
ラ
ッ

ク
も
小
文
字
・
複
数
のreform

ations

概
念
を
容
認
し
て
い
る
。Cf. U

linka Rublack, Protestantism
 and its A

dherents, in: T
he O

xford 
H

andbook of E
arly M

odern E
uropean H

istory, 1350-1750. V
ol. 1: Peoples and Place, ed. by H

am
ish Scott, O

xford, 2015, 593.

30　

 Christian T
hom

asius, H
istoria Juris N

aturalis, H
alle/M

agdeburg 1719 [N
achdruck 1972], 58.

31　

 

た
だ
し
ト
ー
マ
ス
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
よ
う
に
共
通
性
を
重
ん
じ
て
大
文
字
・
単
数
の
伝
統
を
守
る
歴
史
家
が
い
る
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

V
gl. T

hom
as K

aufm
ann, Erlöste und V

erdam
m

te. Eine Geschichte der Reform
ation, M

ünchen 2016.

32　

 https://w
w

w
.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docum

ents/vat-ii_decree_19641121_unitatis-redintegratio_
en.htm

l

33　

 https://w
w

w
.vatican.va/jubilee_2000/m

agazine/docum
ents/ju_m

ag_01051997_p-49_en.htm
l

34　

 Berndt H
am

m
, Reform

ation als norm
ative Zentrierung von Religion und Gesellschaft, in: Jahrbuch für Biblische T

heologie
7 (1992), 



宗教改革の概念史―原語と日本語訳　踊　共二

（21）406

241-279. 

原
田
晶
子
「
広
が
る
宗
教
改
革
１ 

中
世
後
期
へ
の
拡
大

―
中
世
と
連
続
す
る
大
改
革
」『
Ｕ
Ｐ
』
五
三
九
／
九
号
（
二
〇
一
七
年
）、
一
二
～

一
八
頁
を
参
照
。

35　
 

踊
共
二
「
宗
教
改
革
と
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」
木
畑
洋
一
・
安
村
直
己
編
『
岩
波
講
座
世
界
歴
史 

一
五
巻 

主
権
国
家
と
革
命 

一
五
～
一
八
世
紀
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
二
三
年
）、
七
三
～
一
〇
〇
頁
を
参
照
。
な
お
中
世
後
期
に
さ
か
の
ぼ
り
、
か
つ
一
八
世
紀
ま
で
展
望
し
な
が
ら
「
長
い
宗
教
改
革 Long 

Reform
ation

」
を
論
じ
る
研
究
者
も
い
る
。Cf. Peter W

allace, T
he Long E

uropean R
eform

ation. R
eligion, Political Conflict, and the 

Search for Conform
ity, 1350-1750, London, 2004.

36　

 Ronnie Po-chia H
sia, T

he W
orld of Catholic R

enew
al, 1540-1770, Cam

bridge, 2005; M
arc R. Forster, Catholic R

evival in A
ge of 

the Baroque: R
eligious Identity in Southw

est G
erm

any, 1550-1750, Cam
bridge, 2008. 

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
一
八
世
紀
以
降
の
英
米
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
世
界
に
お
け
る
情
緒
的
な
「
信
仰
復
興
」
を
意
識
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

37　

 

外
務
省
調
査
部
編
『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
一
巻
第
一
冊
（
日
本
国
際
協
会
、
一
九
四
〇
年
）、
六
三
九
～
六
四
二
頁
。

38　

 

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
一
二
年
）、
一
一
四
頁
。
明
治
以
前
、
江
戸
時
代
の
日
本
人
が
ど
の
程
度
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
踊
共
二
「
近
世
日
本
人
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
認
識

―
禁
教
時
代
の
危
険
な
東
西
交
流
」

『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』
五
四
巻
二
号
（
二
〇
二
三
年
）、
四
七
～
九
三
頁
を
参
照
。

39　

 

福
沢
諭
吉
『
文
明
論
之
概
畧
』（
一
八
七
五
年
）、
四
七
二
頁
（
初
版
か
ら
引
用
）。

40　

 

石
原
謙
「
宗
教
改
革
の
精
神
」『
世
界
精
神
史
講
座
・
西
洋
精
神
（
一
）』（
理
想
社
、
一
九
四
〇
年
）、
二
八
六
、二
八
七
頁
。

41　

 

松
田
智
雄
ほ
か
編
『
図
說 

世
界
文
化
史
大
系
８ 
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
』（
角
川
書
店
、一
九
五
八
年
）、二
八
五
頁
。
比
屋
根
安
定
編
『
キ
リ
ス
ト
敎
辞
典
』（
誠

信
書
房
、
一
九
六
五
年
）
一
二
五
頁
。 

42　

 

こ
の
点
に
関
し
て
は
今
野
元
が
批
判
的
に
検
討
し
て
い
る
。
今
野
元
「Gegenreform

ation 

は
『
対
抗
宗
教
改
革
』
か

―
西
洋
近
世
史
研
究
に
お
け
る

ド
イ
ツ
語
解
釈
を
巡
っ
て
」『
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
第
二
三
号
（
二
〇
二
二
年
）、
三
九
～
六
〇
頁
を
参
照
。

43　

 

江
村
洋
『
カ
ー
ル
五
世
』（
東
京
書
籍
、
一
九
九
二
年
）、
二
四
二
頁
。
こ
れ
は
バ
イ
エ
ル
ン
の
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
五
世
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
再
興
を
さ
し
て

い
る
。
瀬
原
義
生
も
翻
訳
書
の
な
か
で
「
宗
教
改
革
と
反
宗
教
改
革
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
。
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ウ
ィ
ー
ト
ク
ロ
フ
ツ
『
ハ
プ
ス

ブ
ル
ク
家
の
皇
帝
た
ち:

―
帝
国
の
体
現
者
』
瀬
原
義
生
訳
（
文
理
閣
、
二
〇
〇
九
年
）、
一
〇
七
頁
。

44　

H
astings Robinson ed., T

he Zurich Letters (Second Series): E
pistolae T

igurinae, Cam
bridge, 1845, 3.

45　

 Johann　

H
im

m
el, Calvinism

us seu collegium
 anti-Calvinianum

 publicum
: quo m

ataeologia Calviniana disputationibus X
III. 

m
ethodice; ex scriptis Calvinianorum

 singulari studio collecta, proponitur etc. Jena 1625, 5.

46　

 

た
と
え
ば
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ー
レ
ー
（
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
Ｇ
・
グ
ッ
ド
リ
ッ
チ
）
の
『
万
国
史
』
の
邦
訳
に
は
「
千
五
百
十
八
年
ニ
當
リ
テ
マ
ル
テ
イ
ン
リ
ュ
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ゼ
ル
ト
云
フ
人
始
メ
テ
宗
門
改
革
ノ
説
ヲ
唱
ヘ
法
皇
ノ
威
権
ヲ
抵
排
シ
テ
説
法
セ
シ
カ
ハ
之
カ
為
メ
ニ
欧
羅
巴
中
ノ
騒
乱
ヲ
醸
生
セ
リ
」
と
あ
る 

。
ペ
ー

ト
ル
・
パ
ー
レ
ー
（
巴
来
）『
万
国
史
』
牧
山
耕
平
訳
（
文
部
省
、
一
八
七
六
年
）、
四
三
〇
頁
。
福
沢
諭
吉
も
「
宗
教
ノ
改
革
」
と
並
ん
で
「
宗
門
ノ
改
革
」

と
い
う
表
現
を
用
い
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
新
教
」
が
樹
立
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。『
文
明
論
之
概
畧
』、
二
一
〇
、二
一
一
頁
。 

47　
 

永
本
哲
也
「「Reform

ation

」
の
訳
語
「
宗
教
改
革
」
の
確
立
過
程
と
そ
の
含
意
」『
キ
リ
ス
ト
教
史
学
』
七
七
集
（
二
〇
二
三
年
）、一
〇
一
～
一
一
六
頁
。

48　

中
村
元
「「
宗
教
」
と
い
う
訳
語
」『
日
本
学
士
院
紀
要
』
四
十
六
巻
二
号
（
一
九
九
二
年
）、
三
九
～
一
四
六
頁
。

49　

 

外
務
省
調
査
部
編
『
大
日
本
外
交
文
書
』
第
二
巻
第
一
冊
（
日
本
国
際
協
会
、
一
九
四
〇
年
）、
四
一
頁
お
よ
び
外
務
省
蔵
版
・
維
新
史
学
会
編
『
幕
末
維

新
外
交
史
料
集
成
』
第
三
巻
（
財
政
経
済
学
会
、
一
九
四
三
年
／
復
刻
版
、
第
一
書
房
、
一
九
七
八
年
）、
一
六
三
、一
六
四
頁
。Cf. T

reaties and 
Conventions concluded betw

een the U
nited States of A

m
erica and O

ther Pow
ers, since July 4, 1776, Revised Edition, W

ashington, 
Governm

ent Printing O
ffi

ce, 1873, 519f. 

50　

 

踊
共
二
、
前
掲
、「
宗
教
改
革
と
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」『
岩
波
講
座
世
界
歴
史 

一
五
巻
』、
九
七
頁
。

51　

 

な
お
一
七
世
紀
前
半
以
降
、
日
本
で
禁
教
体
制
が
確
立
し
た
後
、
農
村
部
お
よ
び
都
市
内
で
共
同
体
的
ま
た
は
セ
ク
ト
的
に
信
仰
を
維
持
し
た
の
が
「
か

く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」
な
の
だ
が
、
一
九
世
紀
の
「
再
発
見
」
後
、
欧
米
人
た
ち
は
前
述
の
と
お
り
彼
ら
が
信
じ
て
い
る
の
は
自
分
た
ち
と
同
じreligion

だ
と
主
張
し
た
。
そ
の
時
代
の
西
洋
諸
語
のreligion

は
も
は
や
「
宗
派
」
を
意
味
せ
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
教
・
仏
教
な
ど
の

主
要
宗
教
を
大
括
り
に
す
る
概
念
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
は
広
義
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
認
識
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
欧
米
人

は
か
く
れ
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
の
信
仰
の
実
態
を
詳
し
く
知
ら
な
か
っ
た
が
、
彼
ら
が
西
洋
文
明
の
落
し
種
に
見
え
て
い
た
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

52　

 

踊
共
二
『
改
宗
と
亡
命
の
社
会
史

―
近
世
ス
イ
ス
に
お
け
る
国
家
・
共
同
体
・
個
人
』（
創
文
社
、
二
〇
〇
三
年
）、
二
二
二
～
二
二
四
頁
を
参
照
。
復

古
カ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
上
智
学
院
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員
会
編
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
第
四
巻
（
研
究
社
、
二
〇
〇
九
年
）、

三
五
七
、三
五
八
頁
を
参
照
。
な
お
オ
ラ
ン
ダ
（
ユ
ト
レ
ヒ
ト
）
の
復
古
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
は
一
八
世
紀
に
さ
か
の
ぼ
る
歴
史
が
あ
る
。
聖
ピ
オ
十
世
会

に
つ
い
て
はH

uguette Pérol, Le choix im
possible de la Fraternité Saint-Pie X

: Fidélité ou sectarism
e ?, Paris, 2016

を
参
照
。
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中
世
後
期
の
ラ
テ
ン
語
文
書
に
はreform

atio Christianitatis
やChristianitatis reform

atio

と
い
う
表
現
が
み
ら
れ
る
。
フ
ェ
ラ
ー
ラ
・
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
公
会
議
関
係
の
史
料
（
一
四
三
八
年
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。Concilium

 Florentinum
 docum

enta et scriptores, V
ol. 3, ed. Georgius 

H
ofm

ann, Rom
a, 1950, 69. 

し
た
が
っ
て
筆
者
の
用
語
に
は
歴
史
的
な
先
例
が
あ
る
と
い
え
る
。

54　

 

こ
れ
は
欧
米
の
論
者
の
な
か
に
キ
リ
ス
ト
教
を
特
別
視
し
な
い
立
場
の
表
明
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」
をGod

で
は
な
くgod

と
つ
づ
る
人
た
ち
が

い
る
こ
と
と
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。Cf. A

lex Schulm
an, T

he Secular Contract. T
he Politics of E

nlightenm
ent, London, 2011, 103.

55　

 

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
踊
共
二
「
ス
イ
ス
再
洗
礼
派
の
聖
書
主
義

―
農
民
戦
争
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
」『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研

究
科
紀
要
』
別
冊
一
六
輯
（
一
九
八
九
年
）、
一
六
一
～
一
六
九
頁
を
参
照
。



宗教改革の概念史―原語と日本語訳　踊　共二

（23）404
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踊
共
二
「
記
念
日
の
歴
史
学

―
宗
教
改
革
五
〇
〇
年
を
振
り
返
っ
て
」『
歴
史
と
地
理
―
―
世
界
史
の
研
究
』
七
一
六
号
（
山
川
出
版
社
、二
〇
一
八
年
）、

六
一
～
六
四
頁
を
参
照
。

57　
 

踊
共
二
、
前
掲
、「
宗
教
改
革
と
カ
ト
リ
ッ
ク
改
革
」
を
参
照
。

58　
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
新
旧
両
派
が
混
在
す
る
場
所
も
多
く
、
そ
う
し
た
土
地
で
は
家
族
や
親
族
が
宗
派
的
に
分
断
さ
れ
、
子
ど
も
の
奪
い
合
い
や
誘
拐
も
起

き
て
い
た
。
そ
う
し
た
事
件
は
一
八
世
紀
ま
で
続
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
勢
力
が
失
地
回
復
・
再
カ
ト
リ
ッ
ク
化
を
試
み
た
地
域
に
多
か
っ
た
。「
反
宗
教
改
革
」

は
無
名
の
信
徒
た
ち
も
担
い
手
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ス
イ
ス
に
つ
い
て
は
踊
、
前
掲
、『
改
宗
と
亡
命
の
社
会
史
』
を
参
照
。
オ
ラ
ン
ダ
に
つ
い
て
は

Benjam
in K

aplan, Cunegonde's K
idnapping. A

 Story of R
eligious Conflict in the A

ge of E
nlightenm

ent, Y
ale U

niversity Press, 2019

を
参
照
。

59　

 

踊
共
二
、
前
掲
、「
宗
派
化
と
世
俗
化
の
歴
史
解
釈
」
を
参
照
。




