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こ
の
上
中
下
三
巻
か
ら
な
る
『
西
欧
中
世
史
』

は
、
題
名
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に
概
説
書
と
し

て
分
類
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
書
物
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
現
在
ま
で
に
我
が
国
で
刊
行
さ
れ
た
西
欧

中
世
史
の
概
説
書
と
は
明
確
に
一
線
を
画
し
た
、

雷
う
な
れ
ば
新
し
い
形
の
概
説
書
と
な
る
べ
く
し

て
編
纂
さ
れ
た
書
物
な
の
で
あ
る
。
従
来
の
西
欧

中
世
史
関
係
の
書
物
は
、
お
よ
そ
純
粋
に
専
門
的

な
研
究
書
か
、
初
学
者
を
対
象
と
し
た
往
々
に
し

て
簡
潔
に
過
ぎ
る
き
ら
い
の
あ
る
概
説
書
か
の
ど

ち
ら
か
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
中

世
史
初
学
者
は
、
概
説
と
専
門
研
究
の
隔
た
り
に

困
惑
さ
せ
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
学
界
に
お
い

て
は
、
初
学
者
と
専
門
的
研
究
者
の
間
隙
を
埋
め
、

そ
の
両
者
と
も
が
利
用
で
き
う
る
中
間
的
な
書
物
、

す
な
わ
ち
よ
り
専
門
的
な
内
容
を
持
ち
研
究
者
の

用
に
か
な
う
概
説
書
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
本
書
は
巻
頭
の
「
は
し
が

き
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
西
欧

中
世
史
に
関
し
て
「
高
校
ま
で
の
歴
史
教
育
を
通

じ
て
得
ら
れ
る
基
礎
知
識
と
専
門
研
究
と
の
間
に

橋
渡
し
を
す
る
」
た
め
に
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
学
界
の
要
請
に
応
え
る
形
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
本
書
の
構
成
は

三
巻
で
中
世
を
お
お
ま
か
に
前
期
中
期
後
期
と
分

け
、
巻
毎
に
そ
の
扱
う
時
代
の
「
概
説
」
が
巻
頭

に
置
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
筆
者
が
執
筆
を
担
当
す

る
章
が
九
本
（
下
巻
は
十
本
）
そ
れ
に
続
く
と
い

う
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
ま
た
各
巻
末
の
一
本
は

西
欧
に
お
け
る
「
辺
境
史
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
う
る
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
本
書
を
際
だ
た
せ

て
い
る
と
い
え
る
の
が
、
各
巻
の
馬
食
が
そ
れ
ぞ

れ
様
々
な
分
野
の
中
世
史
研
究
者
に
よ
っ
て
執
筆

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
章

は
各
執
筆
者
の
専
門
領
域
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、

内
容
も
決
し
て
概
説
に
と
ど
ま
っ
て
は
い
な
い
、

専
門
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
早
速
内
容
の
紹
介
に
入
り
た
い
。
上

巻
は
『
継
承
と
創
造
』
と
題
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

は
そ
の
ま
ま
概
説
の
逃
亡
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
の
概
説
で
は
、
五
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
い
た

る
ロ
ー
マ
の
継
承
と
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
創

跣
焔
の
歴
中
ハ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
社
ム
四
へ
の
関
わ
り

と
い
う
視
点
か
ら
簡
潔
か
つ
多
角
的
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
続
く
第
｝
章
は
、
佐
藤
彰
一
「
聖
人
と
キ
リ
ス

ト
教
的
心
性
の
誕
生
」
で
あ
る
。
四
世
紀
以
降
キ

リ
ス
ト
教
的
心
性
は
埜
ハ
欲
へ
の
志
向
を
強
め
、
ま

た
そ
の
実
践
者
と
し
て
の
聖
人
に
対
す
る
崇
敬
が

興
つ
た
の
で
あ
る
が
、
五
－
穴
世
紀
の
貴
族
司
教

の
聖
人
化
は
、
ガ
リ
ア
に
お
け
る
「
禁
欲
」
思
想

に
変
化
を
も
た
ら
し
、
そ
れ
が
七
世
紀
の
コ
ル
ソ

バ
ヌ
ス
の
革
・
薪
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
説
く
。

　
岡
地
稔
「
ゲ
ル
マ
ン
部
族
王
権
の
成
立
－
東

ゴ
ー
ト
族
の
場
合
一
」
に
お
い
て
は
、
東
ゴ
ー

ト
王
テ
ナ
ド
リ
ッ
ク
の
三
度
の
王
位
推
戴
の
考
察

を
通
じ
て
、
彼
の
王
権
が
「
王
家
的
部
族
王
権
」

を
基
礎
に
お
い
た
「
軍
隊
王
権
」
と
し
て
成
立
し

た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
ロ
ー
マ
的
権
力

に
よ
り
強
化
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
さ
れ
て

い
る
。

　
森
義
信
「
政
治
支
配
と
人
的
紐
帯
」
は
、
メ
ロ

ヴ
ィ
ソ
グ
王
権
の
成
立
か
ら
カ
ロ
リ
ソ
グ
王
家
の

断
絶
ま
で
を
概
観
し
つ
つ
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
に
お

け
る
王
権
や
そ
の
法
制
度
、
軍
事
制
度
な
ど
を
検

討
し
、
そ
れ
が
ロ
ー
マ
的
政
治
シ
ス
テ
ム
の
魚
津

の
上
に
構
築
さ
れ
た
ゲ
ル
マ
ン
的
な
人
的
ネ
ッ
ト
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介紹

ワ
ー
ク
を
基
盤
と
す
る
こ
と
を
示
す
。

　
小
田
内
隆
「
キ
リ
ス
ト
教
と
俗
人
教
化
」
は
、

中
世
に
お
け
る
聖
職
者
文
化
と
肉
畜
文
化
の
共
存

を
示
す
。
そ
し
て
王
権
と
結
び
つ
い
た
カ
ロ
リ
ン

グ
期
の
教
会
改
革
に
お
け
る
俗
人
の
教
化
の
状
況

を
、
貴
族
層
と
民
俗
文
化
を
保
持
す
る
民
衆
層
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
こ
に
宗
教

生
活
の
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
を
見
て
い
る
。

　
カ
ロ
リ
ソ
グ
期
の
プ
リ
ュ
ム
修
道
院
領
の
所
領

明
細
帳
と
い
う
史
料
に
丹
念
な
検
討
を
加
え
て
い

る
の
が
、
森
本
芳
樹
「
所
領
に
お
け
る
生
産
・
流

通
・
支
配
」
で
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
は
、
古
典

学
説
の
抵
判
と
古
典
荘
園
制
の
再
評
価
の
研
究
史

を
ふ
ま
え
つ
つ
、
古
典
荘
園
制
に
基
づ
く
中
世
都

市
1
1
農
村
関
係
の
所
領
明
細
帳
を
利
用
し
て
の
再

検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
丹
下
栄
「
西
欧
中
投
初
期
社
会
の
流
通
機
構

i
パ
リ
周
辺
地
域
を
中
心
に
一
」
は
、
カ
ロ

リ
ン
グ
期
パ
リ
地
域
の
流
通
活
動
の
構
造
が
、
ロ

ー
マ
世
界
の
遺
産
を
受
容
し
つ
つ
銀
貨
の
普
及
や

北
海
・
バ
ル
ト
海
交
易
の
発
達
に
見
ら
れ
る
独
自

性
を
備
え
た
重
層
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示

し
、
ピ
レ
ン
ヌ
的
中
世
初
期
像
を
批
判
し
て
い
る
。

　
早
川
良
弥
「
社
会
的
結
合
」
は
、
中
世
史
研
究

に
お
い
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
い
う
人
的
集
団

に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
世
初
期

の
集
団
に
つ
い
て
の
史
料
で
あ
る
「
盟
約
者
名
簿
」

を
作
成
し
た
祈
蕊
兄
弟
盟
約
に
つ
い
て
、
ま
た
特

に
貴
族
家
の
親
族
集
団
、
中
世
初
期
の
ギ
ル
ド
を

と
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
内
壁
構
造
を
概

観
し
て
い
る
。

　
佐
藤
彰
　
「
識
字
文
化
・
言
語
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
」
で
は
、
中
世
初
期
の
話
し
言
葉
は
書

き
二
葉
た
る
ラ
テ
ン
語
と
二
重
言
語
化
は
し
た
も

の
の
発
音
に
お
い
て
は
同
一
性
を
保
っ
て
い
た
が
、

カ
ロ
リ
ソ
グ
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
け
る
ラ
テ
ン
語

の
古
典
的
規
範
へ
の
復
帰
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
決

定
的
な
分
化
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て

い
る
。

　
熊
野
灘
「
北
欧
の
世
界
」
で
は
、
北
欧
の
貧
し

い
土
壌
と
豊
か
な
水
系
の
も
と
散
居
定
住
し
、
農

耕
ば
か
り
か
漁
や
交
易
に
従
事
し
ま
た
自
ら
武
装

し
た
独
立
自
営
農
民
の
姿
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
北
欧
に
お
け
る
特
殊
な
大
土
地
所
有
と
「
貴
族
」

身
分
の
形
成
、
北
欧
の
王
権
が
選
挙
王
制
で
あ
り

身
分
制
議
会
に
農
民
が
参
加
し
た
こ
と
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　
続
く
中
巻
の
副
題
は
『
成
長
と
飽
和
』
で
あ
る
。

巻
頭
の
概
説
は
本
書
の
取
り
扱
っ
て
い
る
時
代
、

す
な
わ
ち
十
一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
を
、
副
題
に

よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
農
業
生
産
力
の

増
大
と
人
口
の
増
加
に
よ
り
飽
和
化
し
た
西
欧
社

会
の
拡
大
期
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
晴
代
の
様
々

な
側
面
に
雷
及
し
て
い
る
。

　
山
辺
規
子
「
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
秩
序
の
確

立
」
は
、
い
わ
ゆ
る
「
叙
任
権
闘
争
」
に
つ
い
て

の
通
説
を
、
時
間
的
空
間
的
に
限
定
さ
れ
理
念
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
ロ
ー
マ
教
皇
庁
の
組

織
化
、
教
会
の
多
様
化
、
司
教
座
と
教
区
制
度
の

整
備
の
三
点
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
の
秩
序
の
形
成
を
考
察
す
る
。

　
十
一
－
十
三
世
紀
に
お
け
る
国
家
統
合
の
進
展

に
関
し
て
、
制
度
と
権
力
溝
造
の
観
点
か
ら
考
察

を
加
え
て
い
る
の
が
、
服
部
良
久
「
地
域
と
国
家

統
合
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
叙
任
権
闘
争
以
前
と

シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
朝
期
…
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、

お
よ
び
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
個

別
の
検
討
に
よ
っ
て
、
そ
の
地
方
行
政
面
に
お
け

る
特
色
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

　
江
川
温
「
貴
族
・
家
人
・
騎
士
」
に
お
い
て
は
、

十
一
十
二
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
地
域

に
お
け
る
「
貴
族
」
と
い
う
階
級
の
動
向
を
社
会

構
造
の
変
動
の
中
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
ま
ず

貴
族
階
級
内
の
諸
集
団
と
そ
の
「
費
族
性
」
、
騎

士
理
念
の
貴
族
に
よ
る
受
容
が
検
討
さ
れ
、
ま
た
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家
人
層
の
粒
会
的
上
昇
に
よ
る
貴
族
身
分
の
再
編

成
が
示
さ
れ
る
。

　
中
世
都
市
の
南
北
類
型
論
に
批
判
を
加
え
て
い

る
の
が
、
城
戸
照
子
「
イ
ン
カ
ス
テ
ラ
メ
ン
ト
・

集
村
化
・
都
市
」
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
防
備
集

落
創
設
を
中
心
と
す
る
集
村
化
（
イ
ン
カ
ス
テ
ラ

メ
ン
ト
）
が
、
南
欧
に
限
ら
ず
全
欧
的
な
動
き
で

あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
動
き
の
申

で
の
都
市
と
農
村
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
が
、

ラ
テ
ィ
ウ
ム
教
皇
国
家
を
例
と
し
て
詳
述
さ
れ
て

い
る
。

　
山
田
雅
彦
「
市
と
交
易
」
は
、
中
世
初
期
以
来

の
「
市
」
が
十
世
紀
以
降
徐
々
に
国
王
や
諸
侯
の

権
力
下
に
組
み
込
ま
れ
、
ま
た
一
方
で
交
易
の
量

的
拡
大
と
市
場
依
存
性
の
増
加
が
み
ら
れ
、
そ
こ

に
お
い
て
年
市
の
集
合
体
と
し
て
の
置
市
が
発
達

し
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
ま
た
市
場
経
済
の
蔓

延
は
、
定
期
市
そ
の
も
の
を
商
品
取
引
か
ら
遠
ざ

け
て
い
っ
た
と
す
る
。

　
十
一
一
十
三
世
紀
の
領
主
・
農
民
関
係
は
、
渡

辺
節
夫
「
領
主
と
農
民
」
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
領
主
支
配
と
村
落
共
同
体
の
内
的
連

関
、
領
主
の
農
民
支
配
に
お
け
る
経
済
外
的
要
素

と
経
済
的
要
素
の
連
関
、
農
奴
制
確
立
過
程
と
身

分
制
の
関
係
に
着
臼
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ラ
イ
ン
・

ロ
ワ
ー
ル
間
地
域
に
お
け
る
農
奴
制
確
立
の
過
程

と
諸
条
件
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
大
嶋
誠
「
知
識
と
社
会
－
大
学
の
成
立
と
教

皇
の
介
入
を
中
心
と
し
て
一
」
は
、
「
十
二
世

紀
ル
ネ
サ
ン
ス
」
に
お
け
る
「
知
的
覚
醒
」
と
し

て
の
学
校
制
度
の
再
編
整
備
を
考
察
し
、
パ
リ
大

学
の
成
立
お
よ
び
ロ
ー
マ
教
皇
庁
に
よ
る
大
学
へ

の
介
入
が
、
新
た
な
る
知
的
世
界
の
西
方
ラ
テ
ン

教
会
へ
の
取
り
込
み
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
。

　
池
上
俊
一
「
キ
リ
ス
ト
教
と
民
衆
的
想
像
世
界
」

は
、
ま
ず
民
衆
的
想
像
世
界
に
つ
い
て
の
諸
見
解

を
概
観
し
、
民
衆
的
想
像
世
界
を
示
す
例
と
し
て

「
異
界
描
写
」
と
「
魔
女
の
夜
間
飛
行
」
を
取
り

上
げ
、
そ
こ
に
お
け
る
民
衆
的
な
も
の
か
ら
全
西

欧
的
な
も
の
へ
の
変
容
を
述
べ
、
そ
の
変
容
の
盛

期
中
世
に
お
け
る
社
会
的
要
因
を
検
討
す
る
。

　
中
巻
に
お
け
る
「
辺
境
史
」
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
の
が
、
尾
騎
明
夫
「
レ
コ
ン
キ
ス
タ
と
イ
ベ
リ

ア
半
島
」
で
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
は
十
一
世
紀

か
ら
十
三
世
紀
の
レ
コ
ン
キ
ス
タ
史
が
、
主
と
し

て
カ
ス
テ
ィ
ー
リ
ャ
と
ア
ラ
ゴ
ン
の
政
治
史
を
通

じ
て
編
年
的
に
概
観
さ
れ
て
お
り
、
複
雑
な
レ
コ

ン
キ
ス
タ
の
推
移
が
極
め
て
明
快
に
示
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
中
世
盛
期
の
ス
ペ
イ
ン
文
化
に
つ
い

て
も
項
が
割
か
れ
て
い
る
。

　
下
巻
は
『
危
機
と
再
編
』
と
題
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
概
説
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
十
四
世
紀
の

「
危
機
」
と
し
て
の
農
業
危
機
と
封
建
危
機
、
そ

の
後
の
「
再
編
」
、
す
な
わ
ち
国
家
的
統
合
の
進

展
や
普
遍
的
権
威
の
衰
退
、
さ
ら
に
中
世
末
期
の

文
化
に
つ
い
て
、
十
四
・
十
五
世
紀
と
い
う
中
世

の
末
期
の
時
代
が
多
様
な
研
究
成
果
の
紹
介
検
討

に
も
と
づ
い
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

　
樺
山
紘
一
「
キ
リ
ス
ト
教
会
と
教
皇
権
の
動
揺
」

は
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
会
が
そ
の
最
盛
期
に
保
持

し
て
い
た
力
の
源
泉
が
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
時
代
か

ら
大
分
裂
を
経
て
公
会
議
時
代
へ
と
い
う
教
会
史

の
流
れ
の
中
で
、
い
か
な
る
状
況
に
至
っ
た
か
を

見
て
い
る
。
し
か
し
結
び
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が

衰
退
な
の
か
役
割
の
変
化
で
あ
る
の
か
の
択
一
を

避
け
て
い
る
。

　
十
四
、
五
世
紀
西
欧
に
お
け
る
王
権
と
諸
身
分

を
國
制
上
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
が
、
朝
治
啓
三

「
王
権
と
諸
身
分
」
で
あ
る
。
本
章
に
お
い
て
は

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
の
み
を
扱

い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
国
家
統
合
の
形
態
が
考

察
さ
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の

王
権
と
諸
身
分
の
関
係
の
検
討
が
詳
細
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
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介紹

　
江
川
温
「
民
族
意
識
の
発
展
」
は
、
エ
ト
ニ
と

し
て
の
民
族
意
識
の
発
展
を
中
世
後
半
の
西
欧
に

見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
雷
語
、

共
通
即
自
の
神
話
、
民
族
聖
人
に
つ
い
て
、
中
世

後
期
に
お
け
る
民
族
意
識
が
、
中
世
盛
期
と
の
比

較
に
お
い
て
い
か
な
る
地
理
的
広
が
り
と
准
会
的

浸
透
挫
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
て
い
る
。

　
田
北
子
日
「
都
市
と
農
村
」
は
、
ド
イ
ツ
を
中

心
と
し
て
、
「
中
世
後
期
の
危
機
」
に
お
け
る
都

市
と
農
村
、
中
心
地
論
の
援
用
に
よ
る
都
市
・
農

村
関
係
、
小
都
箭
研
究
の
進
展
に
よ
る
都
箭
発
達

史
上
の
中
世
後
期
の
位
置
づ
け
と
い
う
三
分
野
の

研
究
動
向
を
概
観
し
、
そ
の
通
説
批
判
の
現
状
と

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
経
済
の
起
点
と
し
て
の
位
置
づ

け
を
示
し
て
い
る
。

　
河
原
温
「
都
欝
に
お
け
る
貧
困
と
福
祉
」
は
、

十
三
世
紀
か
ら
の
慈
善
意
識
の
拡
大
を
背
景
に
、

十
四
世
紀
の
危
機
後
の
貧
富
の
分
極
化
の
進
行
に

よ
る
都
市
の
貧
困
の
拡
大
が
、
都
市
貧
民
救
済
の

担
い
手
の
多
様
化
、
施
設
の
専
門
化
を
招
き
、
さ

ら
に
は
国
家
に
よ
る
栓
会
立
法
、
都
市
福
祉
政
策

が
展
開
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
赤
阪
俊
一
「
社
会
的
葉
擦
と
抗
争
」
は
、
十
四

世
紀
に
頻
発
し
た
罠
衆
反
乱
を
、
都
市
内
対
立
抗

争
と
農
民
反
乱
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

独
・
仏
・
英
・
伊
各
地
域
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を

挙
げ
て
詳
述
し
、
そ
れ
ら
が
国
家
ま
た
は
都
市
内

で
の
地
位
確
保
あ
る
い
は
管
理
強
化
の
阻
止
を
目

的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

　
渡
邊
伸
「
教
会
と
民
衆
の
文
化
」
は
、
十
五
世

紀｝

V
ュ
ト
ラ
ー
ス
ブ
ル
ク
を
例
に
へ
収
り
、
外
面
的
、

集
団
的
あ
る
い
は
内
面
化
し
た
民
衆
儒
仰
と
、
そ

れ
へ
の
教
会
の
対
応
、
信
仰
へ
の
共
同
体
の
関
与

を
検
討
し
、
中
世
末
期
の
民
衆
欝
欝
が
教
会
僧
仰

と
対
立
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
宗
教
改

革
は
民
衆
信
仰
を
外
面
的
に
の
み
変
更
し
た
こ
と

を
示
す
。

　
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
律
家
ロ
ジ
ャ
ー
・
タ
ウ
ン

ゼ
ン
ド
の
経
歴
の
詳
細
な
検
討
を
も
と
に
、
新
井

由
紀
夫
「
法
・
法
律
家
と
社
会
」
は
、
ロ
ジ
ャ
ー

の
ノ
ー
フ
ォ
ー
ク
州
政
治
社
会
へ
の
治
安
判
事
と

し
て
の
政
治
的
進
出
と
、
大
所
領
の
形
成
と
そ
の

維
持
に
お
け
る
法
的
手
腕
の
利
用
の
実
体
を
示
し
、

そ
こ
か
ら
中
世
末
期
に
お
け
る
地
域
社
会
と
法
の

関
わ
り
を
考
察
す
る
。

　
大
黒
俊
二
「
商
人
と
文
化
一
「
こ
と
ば
」
を

め
ぐ
っ
て
一
」
は
、
「
文
化
」
を
社
会
生
活
で

機
能
す
る
様
々
な
規
範
の
体
系
と
し
て
と
ら
え
、

そ
の
な
か
で
も
特
に
「
こ
と
ば
」
を
足
場
に
、
商

人
の
文
字
1
1
文
書
利
用
、
商
人
教
育
、
彼
ら
の
用

い
た
ラ
テ
ン
語
と
俗
語
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
商

人
と
文
化
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
。

　
最
後
の
章
で
あ
る
小
山
哲
「
ポ
ー
ラ
ン
ド
と
西

欧
」
で
は
、
西
欧
の
辺
境
で
あ
る
「
東
中
欧
」
の

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
ー
西
欧
」
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
、

ポ
ー
ラ
ン
ド
を
例
に
と
っ
て
検
討
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
に
よ
っ

て
西
欧
世
界
に
「
発
見
」
さ
れ
、
十
四
、
五
世
紀

の
西
欧
と
の
交
易
の
拡
大
に
よ
っ
て
「
現
実
化
」

し
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
西
欧
へ
の
経
済
的
従
属

の
始
ま
り
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
終
わ
り
に
、
全
巻
を
通
し
て
の
感
想
を
い
く
つ

か
加
え
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
ま
ず
目
に
つ
く
こ
と

は
、
概
説
書
的
な
性
格
の
書
物
と
し
て
は
甚
だ
し

く
大
部
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
中
で

純
粋
に
概
説
の
目
的
を
果
た
し
て
い
る
の
は
各
巻

頭
の
「
概
説
扁
部
分
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
の
各

章
は
見
て
き
た
よ
う
に
か
な
り
専
門
酌
な
内
容
を

示
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
各
章
は
注
釈
こ
そ
な
い
も

の
の
一
個
の
論
文
と
い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
あ

り
、
本
書
は
概
説
書
と
い
う
よ
り
も
論
文
集
と
見

な
し
う
る
書
物
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ

れ
ら
「
論
文
」
は
、
初
学
者
に
と
っ
て
決
し
て
理

解
が
容
易
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
内
容
の
も
の
で

あ
る
。
確
か
に
「
概
説
」
の
章
に
お
い
て
参
考
文
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献
に
外
国
語
文
献
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

初
学
者
の
専
門
研
究
へ
の
橋
渡
し
と
し
て
有
益
で

あ
る
。
し
か
し
全
体
と
し
て
み
た
場
合
、
初
学
者

に
と
っ
て
個
々
の
専
門
研
究
へ
の
入
り
口
で
あ
る

べ
き
各
章
の
難
度
の
高
さ
は
、
本
書
が
「
は
し
が

き
」
に
謳
わ
れ
て
い
る
基
礎
知
識
と
専
門
研
究
の

橋
渡
し
の
用
に
足
り
う
る
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、

非
常
に
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
本
書
の

扱
う
「
西
欧
」
は
、
「
は
し
が
き
」
に
お
い
て
「
カ

ト
リ
ッ
ク
圏
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
が
、
扱
わ
れ

て
い
る
内
容
は
、
英
・
独
・
仏
に
偏
っ
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
。
確
か
に
そ
れ
ら
は
編
者
の
専

門
と
し
て
い
る
地
域
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
三
地
域

が
い
わ
ゆ
る
「
西
欧
」
の
中
央
に
位
置
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
】
概
に
非
難
す
る

べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
在
、

西
洋
史
研
究
者
の
研
究
対
象
は
多
様
化
し
、
「
西

欧
史
」
に
お
い
て
も
一
般
に
「
辺
境
」
と
み
な
さ

れ
て
き
た
地
域
に
対
し
て
多
く
関
心
が
向
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
本
書
に

お
い
て
各
巻
最
終
章
で
扱
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の

各
地
域
に
お
け
る
総
括
的
な
研
究
で
あ
り
、
時
代

的
に
も
内
容
的
に
も
よ
り
個
洌
的
な
「
辺
境
史
」
、

つ
ま
り
本
書
の
他
の
各
章
で
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う

な
専
門
的
内
容
の
辺
境
地
域
に
対
す
る
研
究
が
必

要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
に
か
く
本
書
は
、
専
門
的
な
研
究
書
と
平
易

な
概
説
書
の
二
極
分
化
に
陥
り
が
ち
な
我
が
国
の

西
洋
中
世
史
関
係
書
籍
の
な
か
に
あ
っ
て
、
概
説

書
で
あ
り
な
が
ら
専
門
的
な
内
容
を
持
つ
各
章
に

よ
っ
て
、
専
門
的
な
論
文
集
と
し
て
の
性
格
を
も

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
論
文
的

各
章
の
多
く
は
初
学
者
に
は
理
解
が
困
難
で
あ
ろ

う
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
本
書
は
、
そ
の
編
纂

の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
世
史
を
始
め
た
ば
か

り
の
研
究
者
に
適
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
よ
り
専
門
的
な
研
究
に
従
透
す
る
者
が
利
用

す
る
の
に
も
つ
と
も
相
応
し
い
書
物
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
初
学
者
を
専
門
研
究

へ
導
く
も
の
と
は
い
え
な
い
に
せ
よ
、
と
も
す
れ

ば
専
門
分
野
に
偏
り
が
ち
な
研
究
者
の
、
西
欧
中

世
史
に
関
す
る
知
識
を
広
げ
て
く
れ
る
の
に
は
大

い
に
役
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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