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　「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
首
長
の
職
務
と
制
度
」
を
意
味
す
る
「
教

皇
権
／
教
皇
制
度
（Papsttum

）」
と
い
う
概
念
が
該
当
す
る
範

囲
は
、
聖
俗
両
面
に
わ
た
っ
て
い
る（

（
（

。
教
皇
権
の
よ
っ
て
た
つ
と

こ
ろ
は
聖
書
で
あ
る
。『
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
』
一
六
章
一
八-

一
九
節
に
よ
れ
ば
、
ペ
テ
ロ
と
は
ま
ず
そ
の
上
に
教
会
が
建
て
ら
れ

て
い
る
岩
で
あ
る
。さ
ら
に
彼
は
つ
な
ぎ
解
く
力
の
持
ち
主
で
あ
り
、

そ
の
決
定
は
現
世
と
来
世
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
効
力
を
持
つ
も
の

と
さ
れ
る
。
教
皇
と
は
こ
の
ペ
テ
ロ
の
後
継
者
で
あ
る
。
教
皇
権
の

歴
史
的
起
源
は
後
期
古
代
ま
で
遡
る
。
し
か
し
教
皇
権
は
一
一
世
紀

に
な
っ
て
さ
ら
に
獲
得
す
る
に
い
た
っ
た
格
別
な
る
政
治
的
意
義
の

た
め
に
、
ま
ず
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
の
、
次
い
で
グ
ロ
ー
バ
ル
ヒ
ス
ト

リ
ー
の
一
角
を
占
め
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
教
皇
権

の
こ
の
立
ち
位
置
は
一
六
世
紀
に
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
揺
る
が
さ
れ

た
。
こ
の
二
つ
の
画
期
に
跨
っ
て
い
る
の
が
、
以
下
で
詳
論
す
る
盛

期
・
後
期
中
世
と
い
う
時
代
で
あ
る
。

　
し
か
し
た
っ
た
一
本
の
論
文
と
い
う
枠
組
み
で
こ
の
テ
ー
マ
に
つ

い
て
包
括
的
な
分
析
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
よ
り
詳
細
に

知
り
た
け
れ
ば
構
造
史
と
人
物
史
を
非
常
に
う
ま
く
接
合
さ
せ
て
い

る
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
バ
ー
ス
の
最
新
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
参
照
し
て
ほ

し
い（

（
（

。
ベ
ル
ン
ハ
ル
ト
・
シ
ン
メ
ル
プ
フ
ェ
ニ
ヒ
の
幾
分
古
く
な
っ

た
研
究
に
対
し
て
本
書
が
持
つ
メ
リ
ッ
ト
は
、
全
て
の
叙
述
に
広
範

な
脚
注
の
裏
付
け
が
あ
る
こ
と
で
あ
る（

3
（

。
そ
れ
で
も
な
お
シ
ン
メ
ル

プ
フ
ェ
ニ
ヒ
の
著
作
は
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
バ
ラ
ク
ロ
ウ
や
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・

公
開
講
演
会

教
会
「
改
革
」
か
ら
宗
教
「
改
革
」
へ
　
―
盛
期
・
後
期
中
世
に
お
け
る
教
皇
権

ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク

訳
　
　
菊
　
地
　
重
　
仁
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ウ
ル
マ
ン
の
も
の
と
同
様
、
古
典
と
し
て
一
読
の
価
値
が
あ
る（

（
（

。
同

じ
く
出
版
年
は
古
い
も
の
の
、
フ
ラ
ン
ツ
・
X
・
ゼ
ッ
ペ
ル
ト
の
叙

述
は
か
な
り
包
括
的
で
あ
り
、
人
物
史
的
傾
向
の
極
端
に
強
い
ド
イ

ツ
語
圏
に
お
け
る
教
皇
研
究
の
長
い
伝
統
を
受
け
継
い
で
い
る（

（
（

。
こ

の
伝
統
は
周
知
の
通
り
レ
オ
ポ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
ケ
の
重
要
な

著
作
を
も
っ
て
始
ま
っ
た
。
し
か
し
同
書
の
叙
述
は
レ
オ
一
〇
世
期

の
宗
教
改
革
以
降
に
限
ら
れ
て
い
た（

（
（

。
ラ
ン
ケ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

的
観
点
か
ら
の
叙
述
に
対
し
て
、
断
固
た
る
カ
ト
リ
ッ
ク
的
見
地
に

立
つ
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
パ
ス
ト
ー
ル
は
た
だ
ち
に
は
る
か

に
大
規
模
な
計
画
に
着
手
し
た（

7
（

。
そ
こ
に
一
方
的
な
党
派
性
は
認
め

ざ
る
を
得
な
い
も
の
の
、
史
料
に
即
し
た
叙
述
で
あ
る
た
め
に
彼
の

著
作
は
依
然
と
し
て
基
本
文
献
で
あ
り
、
ま
た
一
五
世
紀
初
頭
の
マ

ル
テ
ィ
ヌ
ス
五
世
の
在
位
か
ら
説
き
起
こ
し
て
い
る
た
め
、
中
世
研

究
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
書
物
と
同
様
に
教

皇
を
在
位
順
に
記
述
す
る
、イ
タ
リ
ア
で
出
版
さ
れ
た
『
教
皇
事
典
』

も
、
お
お
よ
そ
の
項
目
を
権
威
あ
る
専
門
家
が
詳
述
し
て
お
り
、
豊

富
な
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
も
備
え
て
い
る
た
め
に
、
参
照
に
値
す
る

だ
ろ
う（

8
（

。
以
上
と
比
べ
れ
ば
は
っ
き
り
と
構
造
史
の
特
徴
を
備
え
て

い
る
の
が
フ
ベ
ル
ト
・
イ
ェ
デ
ィ
ン
の
教
会
史
で
あ
る
。
細
部
は
す

で
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
こ
の
テ
ー
マ
へ

の
入
り
口
と
し
て
優
れ
て
い
る（

9
（

。
以
上
の
文
献
に
加
え
て
最
近
の
ハ

ン
ド
ブ
ッ
ク
、
と
り
わ
け
『
新
版
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
中
世
史
』
に
収
録

さ
れ
た
諸
論
考
を
言
い
添
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う（
（1
（

。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
こ
う
し
た
包
括
的
叙
述
と
競

合
す
べ
く
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
一
一
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
初
頭
に

至
る
ま
で
の
教
皇
権
の
発
展
を
め
ぐ
る
エ
ッ
セ
イ
風
の
概
観
で
あ

り
、
局
所
的
に
ハ
イ
ラ
イ
ト
を
当
て
て
近
年
の
研
究
動
向
を
紹
介
す

る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
際
、
教
皇
権
の
歴
史
と
不
可
分
の
特
殊

な
概
念
、
す
な
わ
ち
「
改
革
」
概
念
に
焦
点
を
当
て
よ
う
と
思
う
。

「
改
革
」
概
念
そ
の
も
の
、
同
時
代
人
た
ち
に
よ
る
そ
の
用
例
な
ら

び
に
研
究
者
た
ち
に
よ
る
解
釈
に
つ
い
て
は
す
で
に
多
く
の
こ
と
が

語
ら
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
一
一
世
紀
に
お
い
て
「
改
革
す
る
／

レ
フ
ォ
ル
マ
ー
レ
（reform

are

）」
や
「
改
革
／
レ
フ
ォ
ル
マ
テ
ィ

オ
ー
（reform

atio

）」
と
い
っ
た
概
念
は
、
史
料
で
確
認
さ
れ
る

か
ぎ
り
比
較
的
副
次
的
な
役
割
し
か
果
た
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

の
み
を
念
頭
に
置
い
て
お
こ
う（
（（
（

。
そ
れ
に
対
し
て
研
究
史
上
「
改

革
（Reform

）」
と
い
う
術
語
は
、「
宗
教
改
革
（Reform

ation

）」

と
は
区
別
さ
れ
て
か
な
り
の
議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
の
で
あ

る（
（1
（

。
　
し
か
し
本
稿
で
は
概
念
史
的
な
諸
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は
し
な

い
。こ
の
点
は
別
個
の
論
考
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

叙
述
の
中
心
と
な
る
の
は
む
し
ろ
こ
の
言
葉
の
現
代
的
な
意
味
に
お

け
る
具
体
的
な
「
諸
改
革
」、
す
な
わ
ち
教
皇
権
を
起
点
と
す
る
改
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善
の
た
め
の
様
々
な
措
置
で
あ
る
。
ま
ず
論
じ
ら
れ
る
の
は
、
本
質

的
に
一
連
の
教
皇
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
盛
期
中
世
の
教
会
改
革
で

あ
る
。
そ
の
た
め
「
改
革
教
皇
」
の
時
代
、
あ
る
い
は
こ
の
時
期
の

最
も
重
要
な
教
皇
に
ち
な
ん
で
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
」
と
名
付
け

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
二
世
紀
以
降
は
教
皇
権
お
よ
び
教
皇
庁
の

改
革
が
外
部
か
ら
よ
り
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
教

皇
に
と
っ
て
長
期
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な
り
、
個
々
様
々
な
成
果
が
上

げ
ら
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
大
規
模
な
「
改
革
」
が
行
わ
れ
る
こ
と

は
な
く
、
一
五
・
一
六
世
紀
の
ル
ネ
サ
ン
ス
期
教
皇
権
の
下
で
も
達

成
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
教
皇
権
は
つ
い
に
宗
教
改
革
の
勃
発

と
宗
派
化
の
進
展
と
い
う
事
態
に
直
面
し
、
こ
の
過
程
で
カ
ト
リ
ッ

ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
宗
派
の
方
向
づ
け
が
さ
ら
に
分
化
す

る
こ
と
に
な
る（
（1
（

。

　
概
念
上
の
問
題
に
関
す
る
以
上
の
簡
略
な
説
明
を
踏
ま
え
た
上

で
、
盛
期
中
世
の
教
皇
権
へ
と
立
ち
戻
り
た
い
。
す
な
わ
ち
お
よ
そ

一
〇
五
〇
年
か
ら
一
一
二
〇
年
に
か
け
て
の
時
期
の
も
の
と
さ
れ

る
、
い
わ
ゆ
る
「
改
革
教
皇
権
」
で
あ
る（
（1
（

。
一
一
世
紀
最
初
の
数
十

年
間
、
改
革
教
皇
権
は
ロ
ー
マ=

ド
イ
ツ
国
王
な
い
し
皇
帝
と
密
接

に
結
び
つ
い
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
と
く
に
重
要
な
の
は
レ
オ

九
世
で
あ
り
、
盛
期
・
後
期
中
世
の
教
皇
権
全
般
を
特
徴
づ
け
る
数

多
く
の
発
展
は
彼
と
と
も
に
始
ま
る（
（1
（

。
こ
の
教
皇
の
周
囲
か
ら
話
を

始
め
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
「
教
皇
庁
／
ク
ー
リ
ア
」
の
萌
芽
、
す
な

わ
ち
教
皇
に
よ
る
統
治
の
制
度
化
と
中
央
集
権
化
の
萌
芽
を
見
出
だ

す
こ
と
が
で
き
る（
（1
（

。
と
く
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
教
皇
の
文
書
局
に

お
け
る
革
新
で
あ
る
。
従
来
文
書
が
必
要
と
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
場

合
に
利
用
さ
れ
て
い
た
パ
ピ
ル
ス
に
、
保
存
性
と
耐
久
性
と
い
う
点

で
は
る
か
に
優
れ
た
獣
皮
紙
が
完
全
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
教
皇
文
書
が
伝
来
す
る
可
能
性
が
著
し
く
上
昇
し
た（
（1
（

。

　
し
か
し
レ
オ
九
世
の
在
位
中
に
は
、
中
心
地
ロ
ー
マ
だ
け
で
は
な

く
全
教
会
で
も
重
視
す
べ
き
様
々
な
革
新
が
試
み
ら
れ
た
。
レ
オ
九

世
は
新
た
な
か
た
ち
の
指
導
権
を
要
求
し
、
教
会
改
革
の
た
め
に
開

催
さ
れ
た
多
く
の
教
会
会
議
で
こ
れ
を
表
明
し
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に

関
し
て
最
近
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
評
価
す
べ

き
は
デ
ト
レ
フ
・
ヤ
ス
パ
ー
に
よ
る
史
料
校
訂
で
あ
る
。他
方
グ
レ
ッ

サ
ー
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
は
多
く
の
誤
り
が
見
ら
れ
る
た
め
、
参
照
指

示
も
控
え
め
な
か
た
ち
で
し
か
で
き
な
い（
（1
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
レ
オ
九

世
は
す
で
に
シ
モ
ニ
ア
―
―
す
な
わ
ち
厳
格
な
意
味
に
お
い
て
、
物

質
的
な
反
対
給
付
と
引
き
換
え
に
行
な
わ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
類
い
の
叙

階
や
聖
職
の
授
与
を
指
す
概
念
―
―
へ
の
反
対
を
表
明
し
て
い
た
。

彼
は
更
に
聖
職
者
の
婚
姻
に
対
し
て
も
、
依
然
と
し
て
穏
健
な
も
の

で
は
あ
っ
た
と
は
い
え
、
対
決
の
姿
勢
を
打
ち
出
し
て
い
た
。
こ
れ

以
前
か
ら
教
会
法
の
一
部
と
な
っ
て
い
た
、
司
祭
及
び
修
道
士
が
守

る
べ
き
独
身
と
貞
潔
、
す
な
わ
ち
カ
エ
リ
バ
ト
ゥ
ス
（caelibatus

）
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は
、
一
一
世
紀
に
な
っ
て
よ
う
や
く
一
段
と
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
、
様
々
な
抵
抗
に
も
か
か
わ
ら
ず
貫
徹
さ
れ
た
の
で
あ
る（
（1
（

。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
レ
オ
九
世
は
彼
の
様
々
な
改
革
に
お
い
て

世
俗
権
力
と
対
立
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か

彼
は
皇
帝
ハ
イ
ン
リ
ヒ
三
世
の
指
名
で
教
皇
に
選
出
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
「
王
権
／
レ
グ
ヌ
ム
（regnum

）」
と
「
教
権
／
サ

ケ
ル
ド
テ
ィ
ウ
ム
（sacerdotium

）」
と
の
協
働
に
は
初
期
中
世

以
来
の
長
い
伝
統
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
協
働
が
動
揺
す
る
の
は
レ

オ
の
後
継
者
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
に
つ
い
て
は
長
年
に
わ
た
る
膨
大
な
研
究
の
伝

統
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
長
い
間
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
た
ち
、
と
り
わ
け

ル
ド
ル
フ
・
シ
ー
フ
ァ
ー
の
研
究
に
よ
る
影
響
が
強
か
っ
た（
11
（

。
し
か

し
最
新
の
重
要
な
伝
記
研
究
は
英
語
圏
の
研
究
者
に
よ
っ
て
公
刊
さ

れ
て
い
る（
1（
（

。
こ
の
教
皇
を
理
解
す
る
た
め
の
最
重
要
の
史
料
と
し
て

多
く
の
場
合
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
い
わ
ゆ
る
「
教
皇
訓
令
書

／
デ
ィ
ク
タ
ー
ト
ゥ
ス
・
パ
パ
エ
（D

ictatus papae

）」
で
あ
る（
11
（

。

一
〇
七
五
年
三
月
に
執
筆
さ
れ
た
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
執
筆
意
図
に
つ

い
て
は
依
然
と
し
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
訓
令
書
」

を
詳
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
教
皇
の
立
場
に
関
わ
る
著
名
な

条
項
に
触
れ
て
お
き
た
い（
11
（

。
お
そ
ら
く
は
「
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス

の
寄
進
」
に
な
ら
い
つ
つ（
11
（

、
そ
こ
で
は
、
教
皇
に
は
「
彼
の
み
が
皇

帝
の
支
配
権
標
を
用
い
得
る
と
い
う
こ
と
」
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
教
皇
に
は
「
皇
帝
を
廃
位
す
る
こ
と
」
が
許
さ
れ
て
い
る
と

さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
彼
は
「
何
人
に
よ
っ
て
も
裁
か
れ
て
は
な
ら

な
い
」
の
で
あ
っ
た
。
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
不
謬
性

を
備
え
て
い
る
も
の
だ
と
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
が
主
張
し
た
の
は
彼

自
身
で
は
な
く
「
全
体
と
し
て
の
教
会
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。「
教
皇
訓
令
書
」
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
次
の
こ
と
だ
け
で
あ

る
。「
二
二
項
。
ロ
ー
マ
教
会
は
未
だ
誤
謬
に
陥
っ
た
こ
と
は
な
く
、

聖
書
に
従
え
ば
、
将
来
に
わ
た
っ
て
誤
謬
に
陥
る
こ
と
は
な
い
と
い

う
こ
と
。」

　
多
く
の
研
究
者
た
ち
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
教
皇
権
の

新
し
い
自
意
識
に
よ
っ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
必
然
的
に
皇
帝
権
と

の
対
立
が
生
じ
た
に
違
い
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
い
わ
ゆ
る
「
叙
任

権
闘
争
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
問
題
に

な
っ
て
い
た
の
は
「
叙
任
」、
す
な
わ
ち
聖
職
者
を
職
務
に
任
命
す

る
こ
と
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
に
い
た
る
ま
で
、
俗
人
に
よ

る
聖
職
者
の
聖
職
へ
の
任
命
も
ま
た
通
例
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
際

に
指
輪
と
杖
と
い
う
霊
的
象
徴
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
教

皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
と
そ
の
支
持
者
が
と
り
わ
け
反
対
し
た
の
は

国
王
に
よ
る
司
教
・
修
道
院
長
叙
任
行
為
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も

一
〇
七
八
／
八
〇
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。ル
ド
ル
フ
・

シ
ー
フ
ァ
ー
が
示
し
た
よ
う
に
、
当
初
肝
要
だ
っ
た
の
は
聖
俗
両
権
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力
の
間
の
別
種
の
諸
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る（
11
（

。
カ
ノ
ッ
サ
に
お
い
て

こ
の
対
立
は
劇
的
な
形
で
頂
点
に
達
し
た
が
、
諸
々
の
出
来
事
を
い

か
に
解
釈
す
べ
き
か
、
近
年
に
な
っ
て
再
び
激
し
い
議
論
が
繰
り
広

げ
ら
れ
た（
11
（

。
ロ
ー
マ=

ド
イ
ツ
国
王
は
教
皇
の
前
に
贖
罪
者
と
し

て
姿
を
現
し
た
が
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
勝
利
は
長
く
続
か
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
後
間
も
な
く
、
長
期
に
わ
た
り
幾
度
も
起
こ
っ
た

シ
ス
マ
（
教
会
分
裂
）
の
一
つ
へ
と
陥
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
シ
ス
マ

は
近
年
よ
り
一
層
研
究
者
た
ち
の
視
線
を
引
き
つ
け
て
い
る（
11
（

。
ロ
ー

マ
で
は
対
立
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
三
世
が
長
期
に
わ
た
っ
て
優
位
を
保

ち
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
は
亡
命
の
地
で
死
去
し
た
。
し
か
し
そ
れ

で
も
ル
ド
ル
フ
・
シ
ー
フ
ァ
ー
が
確
認
し
た
と
お
り
、「
彼
の
教
皇

在
位
期
の
影
響
力
は
途
轍
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
」。
と
い
う
の
も

彼
の
様
々
な
行
動
は
、
同
時
代
人
の
も
と
で
す
で
に
大
い
に
反
発
を

招
い
た
も
の
の
、「
様
々
な
霊
的
な
発
展
を
促
し
た
の
で
あ
り
、
そ

の
結
果
、
そ
れ
ら
は
元
々
の
提
唱
者
個
々
人
を
遥
か
に
超
え
た
と
こ

ろ
に
ま
で
達
し
た
」
か
ら
で
あ
る（
11
（

。
非
常
に
具
体
的
な
革
新
も
ま
た

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
時
代
以
降
に
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
は
再
度
教

皇
庁
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
文
書
局
が
発
給
す
る
の
は
も
は
や
発

給
請
願
に
応
え
る
形
で
の
書
簡
だ
け
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と

が
目
に
留
ま
る
。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
書
簡
登
記
簿
に
は
む
し
ろ
、
教

皇
が
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
諸
侯
に
宛
て
て
自
発
的
に
送
っ
た
文
書
が

多
数
見
出
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
再
度
ル
ド
ル
フ
・
シ
ー
フ
ァ
ー
に

な
ら
い
つ
つ
、
こ
こ
に
新
た
な
職
務
理
解
を
見
出
だ
す
こ
と
も
で
き

る
だ
ろ
う（
11
（

。
し
か
し
中
世
を
通
じ
て
み
れ
ば
、
教
皇
に
よ
る
書
簡
な

い
し
文
書
の
発
給
は
誰
か
に
請
願
さ
れ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
の
が
通

例
で
あ
っ
た
。
全
教
会
の
長
が
自
発
的
に
し
た
た
め
た
文
書
は
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
稀
で
あ
り
、
た
い
て
い
は
教
導
職
な
い
し
教
会
政
治

に
関
わ
る
中
心
的
な
主
題
が
問
題
と
な
っ
た
と
き
だ
け
で
あ
っ
た
。

　
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
後
継
者
ら
は
以
前
に
も
ま
し
て
融
和
を
求

め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
は
改
革
教
皇
と
い

う
よ
り
も
十
字
軍
教
皇
と
し
て
研
究
者
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
最
近
完
結
し
た
ア
ル
フ
ォ
ン
ス
・
ベ
ッ
カ
ー
の
記
念
碑
的
な
伝

記
研
究
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
全
く
異
な
っ
た
重
点
の
置
き
方
を
し

て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
こ
の
研
究
が
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
活
動
を
従

来
の
研
究
よ
り
も
適
切
に
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る（
11
（

。

あ
る
意
味
十
字
軍
で
さ
え
「
改
革
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
に
包
摂
し

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
第
一
に
、
彼
が
目
指
し
た
の
は
結

局
の
と
こ
ろ
東
方
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
境
遇
の
改
善
で
あ
っ

た
。
第
二
に
、
十
字
軍
の
組
織
の
た
め
に
数
多
く
の
方
策
が
創
始
さ

れ
た
が
、
十
字
軍
税
か
ら
贖
宥
に
い
た
る
ま
で
、
こ
れ
ら
は
疑
い
な

く
諸
々
の
「
改
革
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
一
二
世
紀
の
初
頭
に
な
る
と
、
教
皇
権
は
ロ
ー
マ=

ド
イ
ツ
王

権
に
対
し
て
よ
り
一
層
守
勢
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
叙
任
権

問
題
を
め
ぐ
っ
て
さ
ら
に
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
。
皇
帝
ハ
イ
ン
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教
会
「
改
革
」
か
ら
宗
教
「
改
革
」
へ
（
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
）

リ
ヒ
五
世
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
た
パ
ス
カ
リ
ス
二
世
は
、
教
会
会
議

の
場
で
繰
り
返
し
自
身
の
行
動
を
正
当
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ

た
。
近
年
イ
タ
リ
ア
人
研
究
者
カ
ン
タ
レ
ッ
ラ
は
一
連
の
著
作
に
お

い
て
こ
の
弱
体
な
教
皇
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
修
正
し
よ
う
と
試
み

た
が
、
成
功
し
た
と
は
言
い
難
い（
1（
（

。
教
皇
と
皇
帝
の
間
の
紛
争
は

一
一
二
二
年
、
ウ
ル
バ
ヌ
ス
の
後
継
者
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
の
下

で
、近
年
再
度
活
発
な
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
「
ヴ
ォ
ル
ム
ス
協
約
」

に
お
い
て
解
決
さ
れ
た（
11
（

。
こ
の
教
皇
に
つ
い
て
は
二
冊
も
の
伝
記
研

究
が
あ
る
。
し
か
し
メ
ア
リ
ー
・
ス
ト
ロ
ー
ル
に
よ
る
新
し
い
伝
記

は
、
大
部
分
に
お
い
て
先
行
す
る
ベ
ア
ー
テ
・
シ
リ
ン
グ
の
研
究

を
、
適
切
な
参
照
指
示
を
す
る
こ
と
も
な
く
英
語
に
翻
訳
し
た
だ
け

の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
正
当
に
も
批
判
さ
れ
て
い
る（
11
（

。
改
革

に
関
わ
る
テ
ー
マ
を
議
論
す
る
場
と
し
て
重
要
だ
っ
た
の
は
依
然
と

し
て
教
会
会
議
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
第
一
回
ラ
テ
ラ
ン

公
会
議
は
ヴ
ォ
ル
ム
ス
協
約
を
承
認
し
た
だ
け
に
留
ま
ら
な
い（
11
（

。
そ

の
他
の
決
議
文
は
、
シ
モ
ニ
ア
や
俗
人
に
よ
る
教
会
関
連
事
項
へ
の

介
入
、
聖
職
者
独
身
制
や
十
字
軍
と
い
っ
た
典
型
的
な
改
革
テ
ー
マ

に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
い
わ
ゆ
る
「
叙
任
権
闘
争
」
だ
け
で
は
な
く
、「
改
革
教
皇
」
の

時
代
も
ま
た
カ
リ
ク
ス
ト
ゥ
ス
二
世
と
と
も
に
終
わ
り
を
迎
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
「
改
革
」
は
依
然
と
し
て
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
続

け
、
教
会
の
頂
点
に
お
け
る
争
い
も
ま
た
継
続
し
た
の
で
あ
っ
た
。

長
期
に
わ
た
る
複
数
の
シ
ス
マ
が
一
二
世
紀
の
教
皇
史
を
、
さ
ら
に

は
そ
の
研
究
を
も
特
徴
づ
け
て
い
る
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
二
世

に
つ
い
て
は
基
本
的
に
ア
ナ
ク
レ
ト
ゥ
ス
二
世
と
の
シ
ス
マ
を
視
野

に
入
れ
た
研
究
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
メ
ア
リ
ー
・
ス
ト

ロ
ー
ル
の
諸
論
考
は
根
本
的
に
新
し
い
洞
察
を
も
た
ら
し
て
い
る（
11
（

。

こ
の
教
皇
は
一
一
三
九
年
に
自
身
の
権
威
を
認
め
さ
せ
る
こ
と
に
成

功
し
、
第
二
回
ラ
テ
ラ
ン
公
会
議
で
は
先
例
の
な
い
規
模
で
多
く
の

改
革
決
議
を
行
っ
た（
11
（

。
教
皇
宮
廷
内
部
で
は
分
離
独
立
の
傾
向
が
進

み
、
教
皇
庁
は
以
前
に
も
増
し
て
頻
繁
に
法
的
係
争
に
お
け
る
判
断

を
仰
が
れ
る
存
在
と
な
り
、
文
書
局
は
前
代
ま
で
よ
り
も
多
く
の
文

書
を
作
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
と
も
な
っ
て
教
皇
庁
の
収

入
は
増
大
す
る
い
っ
ぽ
う
で
、
た
だ
ち
に
こ
の
点
を
批
判
す
る
同
時

代
の
人
々
も
あ
ら
わ
れ
た
。
シ
ト
ー
会
の
重
要
な
修
道
院
長
ク
レ
ル

ヴ
ォ
ー
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、教
皇
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三
世
に
献
げ
た『
熟

慮
に
つ
い
て
（D

e C
onsideratione

）』
と
題
さ
れ
る
勧
告
書
に
お

い
て
、
教
皇
庁
批
判
を
理
想
的
な
教
皇
に
つ
い
て
の
説
明
と
組
み
合

わ
せ
て
い
る（
11
（

。
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
エ
ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
三
世
と
非
常
に
近
し

い
人
物
で
あ
っ
た
。と
も
に
シ
ト
ー
会
に
所
属
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
、
教
皇
の
極
め
て
身
近
な
と
こ
ろ
で
教
皇
庁
改
革
を
求

め
る
声
が
大
き
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
エ
ウ

ゲ
ニ
ウ
ス
三
世
は
「
改
革
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
全
教
会
の
レ
ベ
ル
に
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お
い
て
も
追
求
し
た
。
と
り
わ
け
彼
の
十
字
軍
へ
の
関
与
が
あ
ら
た

め
て
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
回
十
字
軍
に
先
立
ち
、
彼
の

文
書
局
は
伝
来
す
る
中
で
最
古
の
十
字
軍
大
勅
書「
ク
ア
ン
ト
ゥ
ム
・

プ
ラ
エ
デ
ケ
ッ
ソ
ー
レ
ー
ス
（Q

uantum
 praedecessores

）」
を

起
草
し
た
の
で
あ
る（
11
（

。

　
一
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
教
皇
権
の
歴
史
に
と
り
わ
け
大
き
な
影

響
を
与
え
た
の
は
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
で
あ
る
。
彼
は
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
バ
ル
バ
ロ
ッ
サ
の
支
持
を
受
け
た
四
人
の
対
立
教
皇
に
立
ち

向
か
い
つ
つ
「
生
き
残
っ
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
彼
の
治
世
に

関
す
る
最
新
の
大
部
の
論
集
が
独
特
の
「
生
存
術
」
に
言
及
し
て
い

る
の
も
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
い（
11
（

。
彼
と
ド
イ
ツ
の
君
主
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
早
逝
し
た
教
皇
研
究
者
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ラ
ウ
ダ
ー
ゲ

が
す
で
に
教
授
資
格
取
得
論
文
の
中
で
専
ら
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
お

り
、
こ
の
シ
ス
マ
と
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
そ
の
認
識
に
つ
い
て
も
、

近
年
刊
行
さ
れ
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
に
よ
っ
て
検
討
対
象
と
さ
れ
て
い

る（
11
（

。
　
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
三
世
が
重
要
な
諸
改
革
を
行
っ
た
の
は

一
一
七
九
年
の
第
三
回
ラ
テ
ラ
ン
公
会
議
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
っ

た（
1（
（

。
こ
れ
ら
の
う
ち
で
も
特
に
、
将
来
的
に
教
皇
は
枢
機
卿
た
ち
の

三
分
の
二
以
上
の
同
意
を
も
っ
て
選
出
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
と

い
う
規
定
が
あ
り
、
こ
れ
は
若
干
の
修
正
を
と
も
な
い
つ
つ
も
、
い

ま
だ
有
効
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
会
議
の
決
議
は
全
体
と
し
て
、
新

た
な
体
系
的
な
法
集
成
の
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
同
時
に
「
教

皇
令
に
基
づ
く
立
法
」
の
基
盤
に
も
な
っ
た
。
し
か
し
ア
レ
ク
サ
ン

デ
ル
三
世
自
身
が
こ
の
時
代
の
教
会
法
学
者
に
数
え
ら
れ
る
の
か
否

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
た
ち
の
間
で
意
見
が
分
か
れ
て

い
る（
11
（

。
シ
ス
マ
と
い
う
形
で
の
挑
戦
に
幾
度
も
直
面
し
て
い
た
た

め
、
こ
の
教
皇
が
十
字
軍
に
関
与
し
た
度
合
い
は
低
い
が
、
し
か
し

そ
れ
で
も
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
一
世
指
揮
下
の
聖
地
派
遣
軍
を
支
持
し
て

い
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
皇
帝
の
早
逝
に
よ
っ
て
頓
挫
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
が（
11
（

。

　
教
皇
庁
改
革
や
教
会
改
革
と
並
ん
で
十
字
軍
は
一
三
世
紀
の
教
皇

た
ち
に
と
っ
て
も
依
然
と
し
て
重
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
り
続
け

た（
11
（

。
最
初
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
迎
え
た
の
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ

ス
三
世
の
教
皇
在
位
期
で
あ
る
。
彼
に
つ
い
て
は
長
年
特
に
多
く
の

議
論
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
直
近
一
五
年
だ
け
を
見
て
も
、
彼

を
題
材
と
し
た
複
数
の
論
集
と
一
冊
の
伝
記
研
究
が
刊
行
さ
れ
て
い

る（
11
（

。
特
に
強
調
す
べ
き
は
彼
の
在
位
期
間
に
お
け
る
政
治
的
状
況
が

好
条
件
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。前
任
者
た
ち
と
は
異
な
り
、

彼
は
対
立
教
皇
や
敵
意
を
持
っ
た
皇
帝
た
ち
に
直
面
す
る
こ
と
が
な

く
、
む
し
ろ
一
二
〇
〇
年
頃
に
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
と
ヴ
ェ
ル
フ
ェ

ン
家
と
の
間
で
皇
帝
権
を
巡
る
争
い
が
お
こ
っ
た
際
に
は
そ
こ
に
う

ま
く
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
彼
の
在
位
期
に
は
、
と
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へ
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ュ
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ラ
ッ
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）

り
わ
け
法
的
問
題
に
関
す
る
解
決
・
決
着
の
た
め
の
審
議
機
関
と
し

て
教
皇
庁
の
意
義
が
増
大
し
た
。個
々
の
事
案
に
関
す
る
決
定
は「
教

皇
令
」
と
し
て
集
成
さ
れ
、一
冊
の
教
会
法
令
集
が
編
ま
れ
た
（『
第

三
集
成
（C

om
pilatio III

）（
11
（

』）。

　
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
に
よ
る
改
革
措
置
の
う
ち
の
い
く

つ
か
は
続
く
数
世
紀
に
お
け
る
教
皇
庁
統
治
機
構
に
と
っ
て
影
響

力
の
大
き
い
も
の
だ
っ
た
た
め
、
本
節
で
立
ち
入
っ
た
検
討
を
加

え
た
い
。
ま
ず
は
「
係
争
文
書
聴
取
所
（Audientia litterarum

 
contradictarum

）」
の
設
立
で
あ
る（
11
（

。
教
皇
庁
に
お
い
て
審
査
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
請
願
者
あ
る
い
は
紛
争
当
事
者
か
ら
の
問

い
合
わ
せ
が
形
式
的
に
正
し
く
作
成
さ
れ
て
い
た
か
否
か
と
い
う
こ

と
の
み
だ
っ
た
と
い
う
点
を
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
正
し
く
書
か
れ
て
お
り
反
証
材
料
も
な
け
れ
ば
、
回
答
書
あ
る

い
は
特
権
状
が
発
給
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
件
の
係
争
に
お
い
て
当

事
者
双
方
が
当
該
案
件
に
関
す
る
教
皇
書
簡
を
求
め
る
こ
と
が
で
き

た
（
そ
し
て
し
ば
し
ば
こ
れ
ら
を
入
手
し
て
い
た
）
た
め
、
互
い
に

内
容
の
食
い
違
う
様
々
な
文
書
が
出
回
っ
て
い
た
。
こ
の
状
況
に
対

し
て
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
は
、
こ
う
し
た
文
書
間
の
矛
盾
を

解
決
す
る
た
め
の
聴
聞
機
関
、
す
な
わ
ち
「
聴
取
所
」
を
設
立
す
る

こ
と
で
対
応
し
た
の
で
あ
る
。
赦
免
の
授
与
を
管
轄
し
た
内
赦
院

（Poenitentiaria

）
や
聖
職
禄
に
関
わ
る
案
件
を
管
轄
し
た
「
聖

宮
聴
取
所
（Audientia sacri palatii

）」
な
ど
の
教
皇
庁
部
局
が

初
め
て
史
料
中
に
現
れ
る
の
も
彼
の
在
位
中
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
ン

ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
が
教
皇
庁
の
夏
期
休
暇
を
導
入
し
た
と
い
う

こ
と
に
も
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
一
見
副
次
的
な
細
事

に
思
わ
れ
る
こ
の
措
置
は
、「
教
皇
の
身
体
」
へ
の
新
た
な
配
慮
だ

と
し
て
文
化
史
的
に
説
明
で
き
る
の
で
あ
る
。
パ
ラ
ヴ
ィ
チ
ー
ニ
・

バ
リ
ア
ー
ニ
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
教
皇
は
た
だ
一
つ
の
「
身

体
」
し
か
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
ケ
ア
は
不
可
欠
だ
っ
た

の
で
あ
る（
11
（

。

　
制
度
史
的
な
色
合
い
の
強
い
研
究
に
と
っ
て
と
り
わ
け
重
要
な
の

は
文
書
局
の
改
革
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
教
皇
文
書
登
記
簿
、
す

な
わ
ち
教
皇
文
書
と
書
簡
の
写
し
の
保
管
状
況
が
向
上
し
た（
11
（

。
確
か

に
そ
の
よ
う
な
登
記
簿
は
す
で
に
以
前
か
ら
運
用
さ
れ
て
は
い
た

が
、
継
続
的
に
保
管
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
一
一
九
八
年
以
降
で

あ
り
、
そ
の
た
め
教
皇
権
お
よ
び
教
皇
庁
の
研
究
を
ま
っ
た
く
新
た

な
史
料
基
盤
に
基
づ
い
て
行
な
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る（
11
（

。

全
教
会
に
関
わ
る
改
革
に
つ
い
て
は
、
一
二
一
五
年
の
第
四
回
ラ
テ

ラ
ン
公
会
議
に
お
け
る
決
議
が
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た（
1（
（

。
こ
れ
に

は
異
端
の
撲
滅
の
ほ
か
、
新
た
な
修
道
会
の
設
立
を
禁
止
し
た
こ
と

も
含
ま
れ
る
。
後
者
の
措
置
は
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
が
フ
ラ

ン
シ
ス
コ
会
お
よ
び
ド
ミ
ニ
コ
会
を
承
認
し
た
後
に
行
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
修
道
会
は
続
く
時
代
に
お
い
て
教
皇
権
の
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重
要
な
支
え
と
な
っ
た
。
第
四
回
ラ
テ
ラ
ン
公
会
議
で
は
再
度
の
十

字
軍
遠
征
も
ま
た
決
議
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
重
要
な
軍
事
的
成
功
を

も
た
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た（
11
（

。
し
か
し
こ
の
遠
征
は
初
め
て
の
全
教

会
規
模
に
お
け
る
課
税
、
す
な
わ
ち
十
字
軍
税
の
導
入
と
結
び
つ
い

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
と
り
わ
け
こ
の
課
税
の
ゆ
え
に
、
十
字
軍
は
続
く
一
三
世
紀
の
間

も
重
要
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
の
位
置
を
保
っ
た
。
偉
大
な
前
任

者
の
影
に
隠
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
ホ
ノ
リ
ウ
ス
三
世
の
在
位
期
に
お

け
る
十
字
軍
に
つ
い
て
、
近
年
複
数
の
論
文
が
刊
行
さ
れ
た（
11
（

。
十
字

軍
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
教
皇
ホ
ノ
リ
ウ
ス
と
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ

ヒ
二
世
と
の
間
の
対
立
が
再
燃
し
、
こ
の
対
立
は
、
皇
帝
が
十
字
軍

誓
約
を
果
た
さ
な
か
っ
た
た
め
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
下
で
激
化

し
た
。
そ
の
結
果
、
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
支
配
権
を
め
ぐ
る
争
い
と

も
相
ま
っ
て
、
教
皇
が
皇
帝
を
二
度
に
わ
た
っ
て
破
門
す
る
と
い
う

事
態
に
到
っ
た
の
で
あ
る
（
一
二
二
七
年
と
一
二
三
九
年
）。
し
か

し
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
在
位
期
は
こ
の
対
立
関
係
に
の
み
還
元
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
教
皇
は
托
鉢
修
道
会
の
後
援
者
と
し
て

大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
最
近
ド
イ
ツ
お
よ
び

イ
タ
リ
ア
の
研
究
者
た
ち
が
結
集
し
た
論
集
に
お
い
て
評
価
さ
れ
て

い
る（
11
（

。
お
そ
ら
く
ア
ッ
シ
ジ
の
サ
ン
・
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
大
聖
堂
の

建
設
計
画
も
、
こ
の
教
皇
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
が
荒
廃
し

た
帝
国
城
塞
の
対
面
に
教
会
を
建
設
し
た
の
は
お
そ
ら
く
偶
然
で
は

な
い（
11
（

。

　
彼
の
後
継
者
で
あ
る
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
の
下
で
状
況
は

さ
ら
に
深
刻
化
し
た
。
一
二
四
五
年
の
第
一
回
リ
ヨ
ン
公
会
議
に
お

い
て
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
二
世
が
公
式
に
廃
位
さ
れ
た
の
で
あ
る（
11
（

。
し
か

し
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
と
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
四
世
と
い
う
二
人

の
教
皇
は
重
要
な
立
法
者
で
も
あ
っ
た（
11
（

。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
教
皇
令

を
集
成
さ
せ
、
一
二
三
四
年
に
諸
大
学
に
送
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ

と
を
通
じ
て
教
皇
令
は
教
会
法
と
し
て
有
効
な
も
の
と
な
り
、『
リ

ベ
ル
・
エ
ク
ス
ト
ラ
（Liber E

xtra

）」
と
し
て
後
に
『
教
会
法
大

全（C
orpus Iuris C

anonici

）』の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ

た
。
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
は
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
九
世
の
教
皇
令
集
へ

の
根
本
的
な
註
釈
を
施
し
、
一
二
四
五
年
の
リ
ヨ
ン
公
会
議
で
は
立

法
者
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
。
重
要
な
「
法
学
者
教
皇
」
と
し
て

の
彼
の
教
皇
令
も
ま
た
の
ち
に
教
会
法
の
一
部
と
な
っ
た
（『
第
六

書
（
リ
ベ
ル
・
セ
ク
ス
ト
ゥ
スLiber sextus

）』）（
11
（

。

　
政
治
的
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
一
三
世
紀
中
葉
に
お
け
る
教
皇
権

は
と
り
わ
け
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
シ
ュ
タ
ウ
フ
ェ
ン
家
と
の
対
立
に

拘
っ
て
い
た
。
在
位
の
短
い
教
皇
が
入
れ
替
わ
り
立
ち
替
わ
り
即
位

し
た
が
、
そ
の
点
に
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
。
歴
史
的
視
野
を
広

く
と
っ
た
時
に
重
要
な
の
は
、
南
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
ア
ン
ジ
ュ
ー

家
の
勃
興
で
あ
る
。
彼
ら
は
同
地
で
教
皇
の
封
臣
と
し
て
支
持
を
受

け
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
教
皇
ク
レ
メ
ン
ス
四
世
が
果
た
し
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た
役
割
を
強
調
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
と
り

わ
け
同
教
皇
の
書
簡
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
史
料

は
現
在
ベ
ル
リ
ン
の
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ト
ゥ
ム
ザ
ー
が
編
纂
を
進
め
て

い
る（
11
（

。
イ
タ
リ
ア
の
み
な
ら
ず
帝
国
に
お
い
て
も
一
三
世
紀
後
半
の

政
治
状
況
は
緊
張
関
係
に
満
ち
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
教
皇

権
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た（
11
（

。
新
た
な
教
皇
を
選
出
す
る
際
に
枢
機
卿

た
ち
が
し
ば
し
ば
長
期
に
渡
っ
て
合
意
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実

に
、
国
際
的
な
混
乱
状
況
を
見
て
取
れ
る
。
彼
ら
は
対
立
関
係
に
あ

る
国
王
た
ち
や
ロ
ー
マ
の
貴
族
家
門
（
コ
ロ
ン
ナ
家
や
オ
ル
シ
ー
ニ

家
）
の
利
害
を
代
表
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
事
態
は
未
曾
有
の
長
期

に
及
ぶ
教
皇
空
位
の
繰
り
返
し
へ
と
い
た
っ
た
。
な
お
一
二
六
八
年

か
ら
一
二
七
一
年
に
か
け
て
の
最
長
の
空
位
期
が
、
数
年
前
に
刊
行

さ
れ
た
模
範
的
な
専
門
論
文
に
お
い
て
徹
底
的
に
分
析
さ
れ
て
い

る（
1（
（

。
　
枢
機
卿
た
ち
は
教
皇
選
出
の
間
、
以
前
も
度
々
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
外
部
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
部
屋
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

こ
か
ら
「
コ
ン
ク
ラ
ー
ベ
」
と
い
う
概
念
が
生
じ
た（
11
（

。
ヴ
ィ
テ
ル
ボ

の
宮
殿
で
行
わ
れ
た
こ
の
と
り
わ
け
長
い
コ
ン
ク
ラ
ー
ベ
に
お
い

て
、
彼
ら
は
最
終
的
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
〇
世
の
選
出
で
合
意
し
た

が
、
こ
の
人
物
は
当
時
巡
礼
と
し
て
聖
地
に
滞
在
し
て
い
た
。
教
皇

グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
〇
世
は
と
り
わ
け
十
字
軍
派
遣
に
尽
力
し
、
こ
れ

は
第
二
回
リ
ヨ
ン
公
会
議
で
も
議
論
さ
れ
た
。
こ
の
と
き
六
年
間
に

及
ぶ
十
字
軍
税
が
あ
ら
た
め
て
全
聖
職
者
に
課
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る（
11
（

。
コ
ン
ク
ラ
ー
ベ
と
い
う
手
続
き
が
教
令
「
ウ
ビ
・
ペ
リ
ク
ル
ム

（U
bi periculum

）」
に
お
い
て
承
認
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
教
皇
選

出
手
続
が
改
革
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
教
皇
権
の
歴
史
に

と
っ
て
重
要
だ
っ
た（
11
（

。

　
再
度
教
皇
空
位
が
発
生
し
た
後
、
一
二
九
四
年
に
比
類
の
な
い
出

来
事
が
起
こ
っ
た
。
枢
機
卿
た
ち
は
通
例
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
自
分

た
ち
の
中
か
ら
一
人
を
選
ぶ
こ
と
を
せ
ず
、
隠
修
士
モ
ロ
ー
ネ
の
ペ

ト
ル
ス
を
選
出
し
た
の
で
あ
る（
11
（

。
ペ
ト
ル
ス
は
教
会
法
の
専
門
家
で

も
な
け
れ
ば
、
特
に
社
会
的
人
間
関
係
に
お
い
て
恵
ま
れ
て
い
た
わ

け
で
も
な
か
っ
た
。
加
え
て
、
す
で
に
八
〇
歳
を
超
え
て
い
た
彼

が
、
教
皇
位
に
長
く
は
留
ま
っ
て
い
ら
れ
な
い
こ
と
は
目
に
見
え
て

い
た
。
選
出
に
際
し
て
は
結
局
の
と
こ
ろ
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
の
カ
ル
ロ

二
世
の
利
害
が
優
先
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ケ
レ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
五
世
は
ナ
ポ
リ
に
居
を
定
め
た
の
だ
が
、
ほ
ん
の
数
ヶ
月
後
、
政

治
的
な
策
略
奸
計
に
疲
れ
き
っ
た
彼
は
退
位
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
は

二
〇
一
二
年
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
六
世
が
退
位
す
る
ま
で
類
例

を
見
る
こ
と
が
な
か
っ
た
事
態
で
あ
る
。
ケ
レ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
五
世
は

教
皇
庁
の
根
本
的
な
改
革
を
考
え
は
じ
め
て
い
た
も
の
の
実
現
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
事
態
が
経
過
す
る
中
、
枢
機
卿
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
カ
エ
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タ
ー
ニ
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
後
に
彼
は
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ

ス
八
世
と
し
て
ペ
テ
ロ
の
座
に
登
っ
た
。
そ
の
治
世
を
論
じ
て
き
た

ア
ゴ
ス
テ
ィ
ー
ノ
・
パ
ラ
ヴ
ィ
チ
ー
ニ
・
バ
リ
ア
ー
ニ
の
多
く
の
論

考
に
見
ら
れ
る
人
類
学
的
・
文
化
史
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り
わ
け

強
調
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い（
11
（

。
た
だ
し
パ
ラ
ヴ
ィ
チ
ー
ニ
・

バ
リ
ア
ー
ニ
の
伝
記
的
研
究
に
お
い
て
は
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
の
立

法
者
と
し
て
の
業
績
が
十
分
に
評
価
さ
れ
て
い
な
い
と
の
批
判
が
散

見
さ
れ
る
。
何
と
い
っ
て
も
や
は
り
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
は
熟
達
し

た
法
学
者
だ
っ
た
の
で
あ
る（
11
（

。
実
際
彼
は
教
会
法
の
分
野
に
お
い
て

も
業
績
を
あ
げ
て
お
り
、
と
り
わ
け
一
二
九
八
年
の
『
第
六
書
』
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。
ロ
ー
マ
の
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
の
イ
ニ
シ

ア
テ
ィ
ブ
の
も
と
彼
は
一
三
〇
〇
年
を
最
初
の
聖
年
と
定
め
た
が
、

こ
の
類
の
諸
制
度
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
信
者
間
で
教
皇
権
の
人
気
を

高
め
た（
11
（

。
今
日
に
至
る
ま
で
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
は
と
り
わ
け

一
三
〇
二
年
の
大
勅
書
「
ウ
ナ
ム
・
サ
ン
ク
タ
ム
（U

nam
 Sanc-

tam

）」
に
よ
っ
て
名
を
知
ら
れ
て
い
る（
11
（

。
こ
の
文
書
は
フ
ラ
ン
ス
国

王
と
の
対
立
の
過
程
で
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
世
俗
権
力
に
対
す

る
教
皇
の
上
位
を
再
度
強
調
し
て
成
文
化
し
た
。
し
か
し
ボ
ニ
フ
ァ

テ
ィ
ウ
ス
は
こ
の
立
場
を
実
践
に
お
い
て
長
く
主
張
し
続
け
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
国
王
は
ロ
ー
マ
の
貴
族
家
門
コ
ロ
ン

ナ
家
と
結
ん
で
教
皇
に
対
峙
し
た
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
共
謀
に
よ
り

ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
は
ア
ナ
ー
ニ
で
捕
え
ら
れ
、
後
に
解
放
さ
れ
る

も
の
の
ま
も
な
く
彼
は
死
去
し
た
。

　
長
期
に
渡
っ
て
教
皇
た
ち
の
運
命
を
規
定
し
て
い
た
の
は
ロ
ー
マ

=

ド
イ
ツ
国
王
お
よ
び
皇
帝
た
ち
と
の
関
係
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、

南
イ
タ
リ
ア
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
家
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に

な
っ
た
。
一
四
世
紀
に
は
教
皇
権
が
フ
ラ
ン
ス
の
影
響
下
に
置
か
れ

る
度
合
い
が
ま
す
ま
す
高
ま
る
。
教
皇
の
居
所
が
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に

移
動
し
た
の
で
あ
る（
11
（

。
ロ
ー
マ
か
ら
の
離
脱
は
す
で
に
ク
レ
メ
ン
ス

五
世
の
下
で
視
野
に
入
っ
て
い
た
。
彼
は
フ
ラ
ン
ス
国
王
フ
ィ
リ
ッ

プ
美
王
と
良
好
な
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
が
居

所
と
し
て
定
着
し
た
の
は
、
以
前
に
同
地
の
司
教
で
あ
っ
た
ヨ
ハ
ネ

ス
二
二
世
の
頃
で
あ
っ
た（
1（
（

。
彼
は
司
教
宮
殿
に
か
な
り
の
改
築
を
施

し
、
そ
こ
に
住
み
続
け
た
の
で
あ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
な
ど
の
同
時
代

人
た
ち
は
こ
の
時
期
を
教
会
の
「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
と
み
な
し
た
が
、

こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
現
代
の
研
究
に
よ
っ
て
か
な
り
複
雑
化
さ
れ

た
。
結
局
の
と
こ
ろ
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
は
非
常
に
好
都
合
な
位
置
に
あ

り
、こ
の
都
市
は
ま
も
な
く
教
皇
の
所
有
地
と
な
っ
た
。こ
の
ア
ヴ
ィ

ニ
ョ
ン
に
お
い
て
初
め
て
教
皇
は
定
ま
っ
た
居
城
を
得
、
教
皇
庁
の

様
々
な
「
省
庁
」
が
常
に
そ
の
中
あ
る
と
い
う
状
況
が
で
き
あ
が
っ

た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
も
っ
て
行
政
機
構
整
備
の
た
め
の
本
質
的
な
条
件
の
一
つ

が
備
わ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
研
究
者
た
ち
は
長
年
多
く
の
研
究
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を
積
み
重
ね
て
き
た
。
ま
さ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
「
近
代
国
家

性
の
起
源
」
が
こ
こ
に
見
て
取
ら
れ
た
の
で
あ
る（
11
（

。
こ
こ
で
詳
細
に

検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
と
き
司
法
機
関
の
細
分
化
も

進
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
一
三
三
一
年
以
降
の
史

料
に
現
れ
る
新
し
い
教
皇
庁
法
廷
す
な
わ
ち
ロ
タ
（R

ota

）
に
加
え
、

内
赦
院
に
言
及
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
一
三
三
八
年
に
新

た
に
組
織
さ
れ
、
教
会
法
上
の
懲
戒
罰
や
命
令
か
ら
の
赦
免
は
こ
こ

で
与
え
ら
れ
て
い
た
。
文
書
局
に
お
い
て
ヨ
ハ
ネ
ス
二
二
世
は
重
要

な
諸
改
革
を
行
っ
た
。
彼
の
治
世
末
期
以
降
、
文
書
登
記
簿
は
内
容

毎
に
分
類
さ
れ
て
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
11
（

。
従
来
財

務
行
政
を
管
轄
し
て
い
た
教
皇
官
房
も
ま
た
「
教
皇
庁
か
ら
（de 

curia

）」
発
す
る
文
書
、
す
な
わ
ち
教
皇
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
教

皇
庁
か
ら
送
り
出
さ
れ
た
書
簡
の
登
記
簿
を
独
自
に
作
成
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
請
願
者
か
ら
の
要
望
に
基

づ
い
て
発
給
さ
れ
る
文
書
の
方
が
依
然
と
し
て
頻
繁
に
作
成
さ
れ
て

い
た
の
で
は
あ
る
が
、
こ
う
し
た
文
書
は
い
ま
や
「
リ
テ
ラ
エ
・
コ

ム
ネ
ー
ス
（litterae com

m
unes

）」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
先
行
す
る
数
世
紀
に
お
け
る
教
皇
の
財
務
行
政
は
最
近
に
な
っ
て

よ
う
や
く
研
究
者
た
ち
の
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
で

あ
る（
11
（

。
そ
れ
に
対
し
て
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
期
の
教
皇
権
に
関
し
て
財
務

行
政
は
重
要
な
テ
ー
マ
の
一
つ
で
あ
り
、
と
り
わ
け
在
パ
リ
・
ド
イ

ツ
歴
史
研
究
所
の
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
・
ヴ
ァ
イ
ス
が
精
力
的
に
取
り
組

ん
で
き
た（
11
（

。
教
皇
庁
へ
の
納
税
・
献
金
は
拡
充
さ
れ
細
分
化
さ
れ
た
。

よ
り
多
く
の
聖
職
禄
、
す
な
わ
ち
教
会
職
と
収
入
権
原
に
関
し
て
、

教
皇
は
そ
の
差
配
を
自
身
に
留
保
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
い
ま
や
様

態
や
重
要
性
に
応
じ
て
階
層
化
さ
れ
て
教
皇
庁
に
支
払
わ
れ
る
献
金

お
よ
び
租
税
の
源
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
金
銭
は
職

務
や
聖
職
叙
階
に
対
し
て
支
払
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う

な
こ
と
は
シ
モ
ニ
ア
と
し
て
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
で
は

な
く
、
こ
れ
ら
は
聖
職
禄
付
与
に
関
わ
る
行
政
コ
ス
ト
に
対
し
て
支

払
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
聖
職
禄
の
獲
得
に
際
す
る
手
続
、
す
な
わ
ち

聖
職
禄
請
願
書
（supplices

）
の
提
出
か
ら
特
権
状
（expectatio, 

provisiones

）
の
交
付
お
よ
び
請
願
者
（petentes

）
に
と
っ
て
の

そ
の
利
用
に
つ
い
て
、
長
期
に
わ
た
っ
て
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た（
11
（

。

　
教
皇
庁
の
収
入
は
劇
的
に
上
昇
し
た
。
ク
レ
メ
ン
ス
五
世
の
も
と

で
は
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
の
頃
に
比
べ
れ
ば
す
で
に
二
倍
に
達

し
て
い
た
と
前
提
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ク
レ
メ
ン
ス
六
世
の
治
世

以
降
、
教
皇
の
徴
税
官
た
ち
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
か
ら
教
皇
庁
へ
と

献
金
を
送
金
す
る
よ
う
に
な
っ
た（
11
（

。
こ
う
し
た
金
銭
は
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ

ン
に
お
け
る
教
皇
宮
殿
の
建
設
や
、
教
皇
領
再
征
服
の
た
め
の
軍
事

作
戦
に
費
や
さ
れ
た
。
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
へ
と
流

れ
込
み
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
大
部
分
が
さ
ら
に
イ
タ
リ
ア
へ
と
流
れ

て
い
く
こ
と
に
な
る
莫
大
な
金
銭
の
動
き
に
よ
っ
て
、
教
皇
庁
は
金

融
上
の
重
要
な
中
心
地
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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し
か
し
財
務
状
況
の
改
善
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
皇
た
ち
は
当
初

む
し
ろ
冷
静
な
宮
廷
運
営
を
心
が
け
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
ヨ

ハ
ネ
ス
二
二
世
お
よ
び
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
二
世
の
頃
が
該
当

し
、
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
ゥ
ス
一
二
世
は
教
皇
に
よ
っ
て
気
前
よ
く
行
わ

れ
て
い
た
聖
職
禄
授
与
さ
え
制
限
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た

め
収
入
は
著
し
く
減
退
し
、
そ
の
減
少
幅
は
従
来
の
三
分
の
一
に
も

及
ん
で
い
た
。
彼
の
後
継
者
ク
レ
メ
ン
ス
六
世
は
か
な
り
の
派
手
好

き
な
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
前
任
者
に
比
し
て
気
前
よ
く
振

る
舞
っ
た（
11
（

。
彼
の
在
位
中
に
急
進
的
な
清
貧
運
動
と
の
対
立
が
激
化

し
、
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
会
聖
霊
派
の
主
導
者
た
ち
が
破
門
さ
れ
る
に
い

た
っ
た
と
い
う
の
も
偶
然
で
は
な
い
。
彼
ら
は
皇
帝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ

（
デ
ア
・
バ
イ
ヤ
ー
）
か
ら
あ
る
程
度
の
支
持
を
得
て
い
た
が
、
こ

の
皇
帝
は
長
年
に
渡
り
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
教
皇
た
ち
と
対
立
関
係
に

あ
り
、
彼
ら
同
様
キ
リ
ス
ト
教
信
徒
の
共
同
体
か
ら
締
め
出
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る（
11
（

。

　
彼
の
後
継
者
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
一
世
は
教
皇
庁
の
ロ
ー
マ
帰
還
の

た
め
に
再
び
多
く
の
力
を
注
い
だ
。
そ
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
だ
っ

た
軍
事
作
戦
に
は
莫
大
な
金
銭
が
費
や
さ
れ
、
そ
の
結
果
こ
の
教
皇

は
負
債
を
抱
え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
ク
レ
メ
ン
ス
六
世

の
下
で
す
で
に
教
皇
官
房
の
余
剰
金
が
切
り
崩
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

た
た
め
で
あ
る（
11
（

。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
は
実
際
一
三
七
七
年
に
ロ
ー
マ
帰

還
を
達
成
し
た
が
、
翌
年
に
は
早
く
も
死
去
し
て
い
る
。
そ
の
後
に

起
こ
っ
た
二
重
選
挙
は
長
期
に
わ
た
る
教
会
分
裂
を
引
き
起
こ
し

た
。
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
論
じ
て
き
た
「
大
シ
ス
マ
／
教
会
大
分

裂
」
で
あ
る（
1（
（

。
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
一
一
世
の
死
後
最
初
に
選
出
さ
れ
た

教
皇
ウ
ル
バ
ヌ
ス
六
世
は
た
し
か
に
南
イ
タ
リ
ア
の
ア
ン
ジ
ュ
ー
家

か
ら
支
持
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
彼
は
す
ぐ
に
多
く
の
フ

ラ
ン
ス
人
枢
機
卿
た
ち
の
前
に
屈
服
す
る
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
は
そ

う
し
て
フ
ラ
ン
ス
国
王
の
縁
者
ク
レ
メ
ン
ス
七
世
を
選
出
し
、
こ
の

教
皇
は
再
び
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
に
居
を
定
め
た
。
ウ
ル
バ
ヌ
ス
と
そ
の

後
継
者
た
ち
は
イ
タ
リ
ア
お
よ
び
中
部
・
東
部
・
北
部
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
お
い
て
権
威
を
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ク
レ
メ
ン
ス

は
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
に
お
い
て
正
当
な
教
皇
と
し
て
認
め
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
先
行
す
る
諸
世
紀
に
も

し
ば
し
ば
シ
ス
マ
は
あ
っ
た
。
し
か
し
今
回
の
シ
ス
マ
は
ほ
ぼ
四
〇

年
に
も
及
ん
だ
の
で
あ
る
。
加
え
て
両
教
皇
は
そ
れ
ぞ
れ
十
分
な
規

模
の
制
度
的
組
織
を
備
え
た
固
有
の
居
所
を
確
保
し
て
い
た
。

　
度
重
な
る
仲
介
の
試
み
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
後
、
一
四
一
七
年
の

コ
ン
ス
タ
ン
ツ
公
会
議
に
お
い
て
マ
ル
テ
ィ
ヌ
ス
五
世
が
選
出
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
シ
ス
マ
の
克
服
が
達
成
さ
れ
る（
11
（

。
彼
の
後
継
者
エ

ウ
ゲ
ニ
ウ
ス
四
世
は
政
治
的
に
不
安
定
な
ロ
ー
マ
で
は
な
く
フ
ィ
レ

ン
ツ
ェ
に
長
期
間
滞
在
し
た
。
加
え
て
彼
は
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
の
挑

戦
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
こ
の
公
会
議
は
教
皇
で
は
な
く
公
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会
議
に
よ
っ
て
全
教
会
を
統
治
す
る
た
め
に
結
集
さ
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
教
皇
の
首
位
権
を
根
本
的
に
疑
問
視
す
る
こ
と
へ
と
繋

が
っ
て
い
た
の
で
あ
る（
11
（

。
こ
の
挑
戦
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
五
世
の
下
で
よ

う
や
く
退
け
ら
れ
た
。
彼
の
治
世
に
お
い
て
教
皇
権
は
永
遠
の
都
へ

と
戻
り
、
こ
の
教
皇
が
再
び
獲
得
し
た
権
力
と
地
位
は
、
豪
奢
な
建

築
計
画
に
お
い
て
目
に
見
え
る
形
と
さ
れ
た
。「
都
市
ロ
ー
マ
の
再

建
（instauratio urbis
）」
は
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
教
皇
た
ち
の
主

要
な
関
心
事
の
一
つ
と
な
っ
た
。
彼
ら
は
古
代
の
芸
術
や
文
芸
に
極

め
て
熱
心
に
関
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
後
継
者
で
あ
り

様
々
な
建
築
計
画
を
遂
行
し
た
教
皇
ピ
ウ
ス
二
世
は
、
ペ
テ
ロ
の
座

に
あ
っ
た
人
物
の
中
で
も
特
に
興
味
深
く
、
そ
れ
ゆ
え
し
ば
し
ば
考

察
対
象
と
な
っ
て
き
た
人
物
の
一
人
で
あ
る（
11
（

。
当
初
公
会
議
派
に
属

し
た
彼
は
著
作
家
と
し
て
大
き
な
成
功
を
収
め
、
そ
の
後
に
教
会
人

と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
く
。
教
皇
と
し
て
の
彼
は
、
先
立

つ
数
世
紀
の
伝
統
に
影
響
を
受
け
つ
つ
、
再
度
十
字
軍
派
遣
に
尽
力

し
た
が
、
こ
れ
が
実
現
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
加
え
て
彼
は
多
く

の
歴
史
叙
述
を
書
き
残
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
中
世
末
期
の
オ
ー
ス

ト
リ
ア
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
歴
史
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
イ
タ
リ
ア
の
み
な
ら
ず
ド
イ
ツ
語
圏
の
後
期

中
世
研
究
者
た
ち
か
ら
も
長
年
に
渡
っ
て
大
き
な
関
心
が
払
わ
れ
て

き
た
の
で
あ
る（
11
（

。

　
お
そ
ら
く
シ
ク
ス
ト
ゥ
ス
四
世
に
と
っ
て
芸
術
と
文
芸
の
振
興
は

む
し
ろ
教
皇
の
自
己
表
現
の
手
段
で
あ
っ
た（
11
（

。
と
り
わ
け
重
要
な
の

は
彼
の
名
に
ち
な
ん
で
そ
う
呼
ば
れ
る
「
シ
ス
テ
ィ
ー
ナ
礼
拝
堂
」

の
新
築
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
ル
ネ
サ
ン
ス
の
盛
期
が
ロ
ー
マ
に

も
た
ら
さ
れ
る
。
し
か
し
教
皇
図
書
館
の
新
築
も
ま
た
同
様
に
重
要

な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
名
高
い
人
文
主
義
者
バ
ル
ト
ロ
メ
オ
・
プ

ラ
テ
ィ
ナ
に
よ
っ
て
主
導
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
に
教
皇
庁
に
お
け
る

「
際
限
な
き
閥
族
主
義
」
の
時
期
が
始
ま
る（
11
（

。
彼
は
出
身
家
系
に
属

す
る
人
び
と
を
前
代
未
聞
の
規
模
で
取
り
立
て
、
六
人
も
の
親
族
を

枢
機
卿
に
し
た
。
彼
の
甥
ジ
ュ
リ
ア
ー
ノ
・
デ
ッ
ラ
・
ロ
ー
ヴ
ェ
レ

は
続
く
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
八
世
期
の
「
黒
幕
」
と
な
っ
た
。
そ

し
て
一
五
〇
三
年
に
は
彼
自
身
が
ユ
リ
ウ
ス
二
世
と
し
て
教
皇
の
座

に
登
っ
た
の
で
あ
る（
11
（

。
彼
の
独
裁
的
な
統
治
ス
タ
イ
ル
に
対
し
て
は

教
会
内
部
か
ら
反
発
が
起
こ
り
、
一
五
一
一
年
に
は
ピ
サ
で
教
会
会

議
が
開
催
さ
れ
た
。
ユ
リ
ウ
ス
二
世
は
こ
れ
に
対
し
て
自
ら
第
五
回

ラ
テ
ラ
ン
公
会
議
を
招
集
し
た
が
、
そ
の
際
教
会
改
革
に
関
す
る
協

議
が
開
催
目
的
と
さ
れ
た
の
で
あ
る（
11
（

。
た
と
え
旧
世
代
の
カ
ト
リ
ッ

ク
的
な
教
会
史
に
お
い
て
彼
が
教
会
の
救
世
主
的
な
人
物
と
し
て
美

化
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
し
か
し
こ
の
「
軍
人
教
皇
」
が
実
際
に

改
革
に
手
を
付
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
彼
は

政
治
及
び
軍
事
的
諸
問
題
に
お
い
て
は
優
れ
た
手
腕
を
発
揮
し
、
堅

牢
と
な
っ
た
教
会
国
家
と
比
較
的
整
え
ら
れ
た
資
産
と
を
あ
と
に
残

し
た
の
で
あ
る
。
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彼
の
後
継
者
教
皇
レ
オ
一
〇
世
は
ラ
フ
ァ
エ
ロ
な
ど
の
芸
術
家
を

手
厚
く
奨
励
し
、
サ
ン
・
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
の
新
築
を
推
し
進
め
た
。

そ
の
た
め
新
た
な
収
入
源
が
開
拓
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
皇

庁
は
再
び
大
き
な
負
債
を
抱
え
る
こ
と
に
な
る（
11
（

。
売
買
可
能
な
官
職

が
新
た
に
教
皇
庁
に
創
設
さ
れ
、
ま
た
定
員
が
四
二
人
ま
で
拡
充
さ

れ
た
枢
機
卿
位
に
つ
い
て
支
払
わ
れ
る
金
銭
も
ま
た
大
き
な
収
入
と

な
っ
た
。
教
皇
レ
オ
一
〇
世
は
第
五
回
ラ
テ
ラ
ン
公
会
議
の
活
動
を

継
続
さ
せ
、
同
会
議
で
は
一
連
の
重
要
な
改
革
決
議
が
な
さ
れ
る（
1（
（

。

し
か
し
レ
オ
一
〇
世
の
治
世
を
特
徴
づ
け
る
政
治
的
な
混
乱
の
ゆ
え

に
、
こ
れ
ら
が
実
践
さ
れ
る
余
地
は
殆
ど
な
か
っ
た（
11
（

。
こ
の
メ
デ
ィ

チ
家
出
身
の
教
皇
は
前
任
者
た
ち
に
も
ま
し
て
政
治
の
中
に
取
り
込

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
彼
は
イ
タ
リ
ア
の
極
め
て

重
要
な
君
候
家
門
に
属
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
彼
は
そ
の
利
害
を
守

ら
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
、
教
会
国

家
、
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
全
土
が
、
一
五
世
紀
末
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

勢
力
の
相
互
対
立
の
最
前
線
と
な
っ
て
い
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ペ

イ
ン
そ
し
て
ロ
ー
マ=

ド
イ
ツ
帝
国
は
こ
の
地
で
自
ら
の
影
響
圏
の

拡
大
を
巡
っ
て
争
っ
た
の
で
あ
る
。
レ
オ
一
〇
世
は
こ
の
紛
争
に
お

い
て
長
ら
く
フ
ラ
ン
ス
王
国
に
支
え
ら
れ
て
い
た
が
、
晩
年
に
な
っ

て
皇
帝
側
に
鞍
替
え
し
た（
11
（

。

　
そ
う
し
て
ま
さ
に
帝
国
に
お
け
る
様
々
な
展
開
が
、
そ
の
後
の
教

皇
権
の
歴
史
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
同
地
で
は

一
五
一
四
年
、
す
で
に
マ
ク
デ
ブ
ル
ク
大
司
教
に
し
て
ハ
ル
バ
ー

シ
ュ
タ
ッ
ト
司
教
座
の
管
理
者
と
な
っ
て
い
た
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・

フ
ォ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
が
マ
イ
ン
ツ
大
司
教
に
選
出
さ
れ
た

の
で
あ
る（
11
（

。
一
人
の
司
教
が
帝
国
に
お
い
て
同
時
に
三
つ
の
司
教
座

を
治
め
る
と
い
う
事
態
は
従
来
あ
り
え
ず
、
そ
の
た
め
ロ
ー
マ
へ
の

通
常
の
上
納
金
に
加
え
て
高
額
の
特
別
手
数
料
を
支
払
わ
な
く
て
は

な
ら
な
か
っ
た
。こ
の
支
払
い
を
行
う
た
め
に
ア
ル
プ
レ
ヒ
ト
・
フ
ォ

ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
ク
は
一
五
一
七
年
、
教
皇
レ
オ
一
〇
世
が
サ

ン
・
ピ
エ
ト
ロ
大
聖
堂
の
建
築
費
用
を
賄
う
た
め
に
公
告
し
て
い
た

贖
宥
状
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
力
の
限
り
に
促
進
す
る
こ
と
を
義
務
付
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
贖
宥
状
販
売
に
対
し
て
は
周
知
の
よ
う
に

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ル
タ
ー
が
反
論
を
行
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
が
教
皇
権

を
土
台
か
ら
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（
11
（

。

　
し
か
し
当
初
、
ド
イ
ツ
の
一
修
道
士
に
よ
る
ロ
ー
マ
批
判
言
説
は

型
破
り
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
教
皇
庁
の
財
務
管
理
の

あ
り
方
は
す
で
に
長
き
に
わ
た
っ
て
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
す
で
に
一
五
世
紀
中
頃
、
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ツ
国
民
の
陳
情

書
（G

ravam
ina

）
に
お
い
て
、
様
々
な
手
数
料
や
贖
宥
の
た
め

に
ロ
ー
マ
へ
と
流
れ
て
い
た
多
く
の
金
銭
が
激
し
く
批
判
さ
れ
て
い

る（
11
（

。
一
五
〇
〇
年
頃
に
は
ヤ
ー
コ
プ
・
ヴ
ィ
ン
プ
フ
ェ
リ
ン
グ
の
よ

う
な
ド
イ
ツ
の
知
識
人
が
強
烈
な
言
葉
遣
い
で
こ
の
慣
行
を
批
判
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教
会
「
改
革
」
か
ら
宗
教
「
改
革
」
へ
（
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
）

し
、
ド
イ
ツ
以
上
に
ロ
ー
マ
の
搾
取
を
受
け
て
い
る
地
域
は
他
に
な

い
、
と
言
明
し
て
い
る
。
依
然
と
し
て
一
部
の
研
究
者
た
ち
は
、
ド

イ
ツ
人
た
ち
が
教
皇
庁
へ
と
り
わ
け
多
額
の
支
払
い
を
行
っ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
が
最
終
的
に
ロ
ー
マ
と
の
断
絶
へ
と
導
い
た
、
と
い

う
図
式
を
前
提
と
し
て
い
る（
11
（

。
し
か
し
教
皇
庁
財
政
に
関
す
る
最
新

の
研
究
が
示
す
よ
う
に
、
こ
の
説
明
は
適
切
と
は
言
え
な
い
。
レ
オ

一
〇
世
の
下
で
は
ス
ペ
イ
ン
や
フ
ラ
ン
ス
か
ら
も
多
額
の
金
銭
が

ロ
ー
マ
に
流
れ
込
ん
で
い
た（
11
（

。
し
か
し
当
時
非
常
に
多
く
の
フ
ラ
ン

ス
人
聖
職
者
た
ち
が
教
皇
庁
を
通
じ
て
教
会
の
官
職
や
聖
職
禄
を
得

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
枢
機
卿
団
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
人
と
フ

ラ
ン
ス
人
が
占
め
る
割
合
は
大
き
く
、
彼
ら
を
通
じ
て
こ
れ
ら
の

国
々
が
教
皇
の
政
治
に
対
し
影
響
力
を
行
使
す
る
可
能
性
が
開
か
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
お
お
よ
そ
に
お
い
て
、
皇
帝
は
提

携
相
手
と
し
て
の
重
要
性
で
劣
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
教
皇
庁
に
見

出
だ
さ
れ
る
ロ
ー
マ=

ド
イ
ツ
帝
国
出
身
の
聖
職
者
た
ち
の
数
が
減

少
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
レ
オ
一
〇
世
の
治
世
に
お
い
て

ド
イ
ツ
人
た
ち
は
決
し
て
特
別
に
高
額
の
上
納
を
し
て
い
た
わ
け
で

は
な
く
、
そ
の
金
額
は
標
準
的
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
他
国

民
と
比
較
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
人
た
ち
が
教
皇
に
よ
る
聖
職
差
配
の

シ
ス
テ
ム
か
ら
得
ら
れ
て
い
た
利
益
が
少
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
す
べ
て
の
階
層
に
お
い
て
妥
当
し

て
い
た
。
一
六
世
紀
に
お
い
て
宗
派
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
促
進
さ
れ
た

こ
と
を
、
教
会
領
域
に
お
け
る
改
革
の
不
十
分
さ
だ
け
に
帰
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
人
た
ち
が
教
皇
庁
に
う
ま
く
統
合
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
も
ま
た
重
要
な
原
因
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は

長
年
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
本
稿
の
出
発
点
で
あ
り
「
改
革
の
時
代
」
の
始
ま
り
で
あ
る
一
一

世
紀
中
葉
に
お
い
て
は
、
状
況
が
異
な
っ
て
い
た
。
当
時
多
く
の
教

皇
た
ち
は
ド
イ
ツ
の
君
主
と
緊
密
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
た
の
で

あ
り
、
あ
る
い
は
レ
オ
九
世
の
よ
う
な
帝
国
内
の
貴
族
家
系
の
出
身

者
も
い
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
す
で
に
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
七
世
の
下

で
状
況
が
変
化
し
て
い
る
が
、
こ
の
時
期
も
ま
だ
教
会
の
「
改
革
」

を
決
定
的
に
主
導
す
る
の
は
教
皇
た
ち
で
あ
っ
た
。
一
二
世
紀
以

降
、
改
革
へ
の
要
請
は
む
し
ろ
外
部
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。
中
世
を
通
じ
て
教
皇
権
が
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
教
皇

庁
に
お
け
る
数
多
く
の
法
的
・
行
政
的
改
革
で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
全

教
会
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
の
は
間
違
い

な
い
。
こ
う
し
た
改
革
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
教
会
文
化
の
み
な
ら
ず
政

治
文
化
に
対
し
て
も
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
文
書
に
基
づ
き
つ

つ
、
少
な
く
と
も
萌
芽
的
な
形
で
形
式
的
に
規
定
さ
れ
た
手
続
を
と

る
と
い
う
原
則
は
、
教
皇
権
の
助
け
を
も
っ
て
ラ
テ
ン
・
キ
リ
ス
ト

教
世
界
の
多
く
の
地
域
に
広
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
教

会
の
大
規
模
な
全
般
的
改
革
は
成
功
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
一
六
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世
紀
に
大
き
く
状
況
が
変
化
す
る
と
、
教
皇
は
も
は
や
全
キ
リ
ス
ト

教
徒
の
最
高
権
威
者
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
先
行
す
る
数
世
紀
に
お
い
て
す
で
に
し
ば
し
ば
二
人
な
い
し
そ

れ
以
上
の
教
皇
た
ち
が
相
争
っ
て
お
り
、
バ
ー
ゼ
ル
公
会
議
も
教
皇

首
位
権
の
根
拠
を
疑
問
視
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
制
度
の
根
本
的

な
正
当
性
を
否
定
し
た
の
は
ル
タ
ー
と
そ
の
支
持
者
た
ち
が
初
め
て

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
確
か
に
近
代
へ
の
転
換
期
に
お
け

る
新
時
代
の
始
ま
り
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
教
皇
権
は
広
範
囲
に
わ
た
る
全
体
改
革
を
行
い
う
る
よ
う
な
可
能

性
を
そ
も
そ
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
研
究
者
た
ち

の
間
で
長
ら
く
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
改
革
の
た
め
の

制
度
的
前
提
条
件
が
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る（
11
（

。
全
教
会
の

長
は
あ
る
種
の
宗
教
的
カ
リ
ス
マ
を
持
ち
、
比
較
的
よ
く
整
備
さ
れ

た
行
政
機
構
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
包
括
的
な
支
配
・
統
治

構
造
は
備
え
て
は
い
な
か
っ
た
の
だ
。
さ
ら
に
教
皇
庁
の
政
策
を
規

定
し
て
い
た
の
は
大
方
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
の
政
治
勢
力
や

請
願
者
が
彼
ら
に
宛
て
た
様
々
な
問
い
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。
文
書
局

に
よ
る
書
簡
発
給
の
あ
り
方
は
、
教
皇
権
が
多
く
の
案
件
に
お
い
て

い
か
に
応
対
的
に
動
い
て
お
り
、
主
導
的
に
動
く
こ
と
が
い
か
に
稀

で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
例
外
は
大
抵
の
場
合
神
学
上
あ
る
い

は
政
治
上
の
大
論
争
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
一
六
世
紀
初
頭
に
お
い

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
教
皇
庁
の
特
殊
な
社
会
的
構
成
ゆ
え
に
、
そ

し
て
当
時
の
教
皇
庁
が
置
か
れ
て
い
た
政
治
的
苦
境
ゆ
え
に
、
適
切

な
応
答
を
な
し
得
な
い
時
間
が
長
く
続
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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註（（
）   G

eorg Schw
aiger, H

einrich Leipold, Art. Papsttum
, in: 

Theologische R
ealenzyklopädie 25 (1995), S. 647-695. 

教

皇
制
度
の
一
部
を
な
し
、
今
日
な
お
教
皇
を
選
出
す
る
役
割
を
担
う

枢
機
卿
は
、
中
世
に
お
い
て
す
で
に
教
皇
選
出
に
参
与
し
、
ま
た
全

教
会
の
統
治
に
お
い
て
も
次
第
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。

し
か
し
こ
こ
で
は
立
ち
入
っ
て
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
の
最
新
の
研
究
はG

eschichte des K
ardinalats 

im
 M

ittelalter (Päpste und Papsttum
, B

d. 39), hg. von 
Jürgen D

endorfer, R
alf Lützelschw

ab, Stuttgart 2011; 
U

lrich Schludi, D
ie E

ntstehung des K
ardinalkollegium

s. 
Funktion, Selbstverständnis, E

ntw
icklungsstufen , O

stfil-
dern  2014.

（
（
）K

laus H
erbers, G

eschichte des Papsttum
s im

 M
ittelalter , 

D
arm

stadt 2012.

こ
れ
に
対
し
てThom

as Frenz, D
as Papst-

tum
 im

 M
ittelalter , K

öln u.a. 2010

は
簡
潔
に
過
ぎ
、
ま
た
誤

謬
も
散
見
さ
れ
る
。

（
3
）Bernhard Schim

m
elpfennig, D

as Papsttum
. Von der An-

tike bis zur R
enaissance , 6. bibliografisch aktualisierte 

A
uflage, D

arm
stadt 2009.

（
（
）G

eoffrey Barraclough, The M
edieval Papacy , London 1968

〔
藤
崎
衛
訳
『
中
世
教
皇
史
』
八
坂
書
房
、
二
〇
一
三
年
〕; W

alter 
U

llm
ann, A

 Short H
istory of the Papacy in the M

iddle 
Ages , 2. erw

eiterte Auflage London 1974.

（
（
）Franz Xaver Seppelt, G

eschichte der Päpste. Von den An-
fängen bis zur M

itte des 20. Jahrhunderts , 2. neu bearbe-
itete Auflage,5 Bde., M

ünchen 1954-1964.

（
（
）Leopold von Ranke, D

ie röm
ischen Päpste in den letz-

ten
4 Jahrhunderten ,3 Bde., Berlin 1834-1836.

（
7
）Ludw

ig von Pastor, G
eschichte der Päpste seit dem

 Aus-
gang des M

ittelalters ,16 B
de., Freiburg im

 B
reisgau 

1886-1933.

（
8
）Enciclopedia dei papi , hg. von M

assim
o Bray u.a.,3 Bde., 

Rom
 2000.

（
9
）H

andbuch der K
irchengeschichte , hg. von H

ubert Jedin,7 
Bde., Freiburg u.a. 1962-1973.

（
（0
）The N

ew
 C

am
bridge M

edieval H
istory , hg. von D

avid 
Abulafia u.a.,7 Bde., C

am
bridge 1995-2004.

（
（（
）Jürgen M

iethke, A
rt. R

eform
, R

eform
ation, III. G

re-
gorianische Reform

, in: Lexikon des M
ittelalters 7 (1995), 

Sp. 545-546

は
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
しEike W

ol-
gast, Art. R

eform
, R

eform
ation, II. Reform

atio im
 M

ittel-
alter, in: G

eschichtliche G
rundbegriffe 5 (1994), S. 316-

321

に
よ
る
い
く
つ
か
の
指
摘
も
参
照
す
べ
き
で
あ
る
。

（
（（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
はW

ilfried H
artm

ann, D
er Investiturst-

reit  (Enzyklopädie deutscher G
eschichte 21), M

ünchen, 3. 
Auflage 2007, S. 122f.

に
よ
る
概
観
を
見
よ
。

（
（3
）H

einrich R. Schm
idt, Konfessionalisierung im

 16. Jahrhun-
dert  (E

nzyklopädie deutscher G
eschichte 12), M

ünchen 
1992.

（
（（
）
先
に
引
用
し
た
様
々
な
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
加
え
、
こ
こ
で
は
さ
ら

に
次
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。Ian S. Robinson, R

eform
 and 

the Church, 1073-1122, in: The N
ew

 C
am

bridge M
edieval 

H
istory. B

d. IV c.1024-c.1198 , hg. von D
avid Luscom

be, 
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Jonathan Riley-Sm
ith (Part I), Cam

bridge 2004, S. 268-
334.

（
15
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
最
も
新
し
い
と
こ
ろ
で
以
下
の
伝
記
的

研
究
を
参
照
せ
よ
。Charles M

unier, Le Pape Léon IX. et la 
R

éform
e de l'É

glise, 1002-1054 , Straß burg 2002.

（
16
）
し
か
し
「
ク
ー
リ
ア
（curia

）
」
と
い
う
概
念
が
枢
機
卿
団
、

行
政
機
関
、
司
法
権
を
伴
う
教
皇
宮
廷
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
の
は
、

は
ウ
ル
バ
ヌ
ス
二
世
の
治
世
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
皇
帝
の
宮
廷
が
果
た
し
た
モ
デ
ル
と
し
て
の
役
割
へ
も
言

及
し
て
い
る
以
下
の
論
考
を
参
照
。K

arl Jordan, D
ie Entste-

hung der röm
ischen K

urie. E
in V

ersuch, in: Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für R

echtsgeschichte. K
anonistische 

Abteilung
28 (1939), S. 97-152.

（
（7
）Thom

as Frenz, Papsturkunden des M
ittelalters und der 

N
euzeit  (H

istorische G
rundw

issenschaften in E
inzel-

darstellungen, Bd. 2), 2. Auflage, Stuttgart 2000, S. 17.

（
（8
）G

eorg G
resser, D

ie Synoden und K
onzilien der Zeit des 

R
eform

papsttum
s in D

eutschland und Italien von Leo IX. 
bis C

alixt II. 1049-1123  (K
onziliengeschichte. R

eihe A
), 

Paderborn u.a. 2006; D
ie K

onzilien D
eutschlands und 

R
eichsitaliens 1023-1059 (M

onum
enta G

erm
aniae H

is-
torica. Concilia, Bd. 8), hg. von D

etlev Jasper, H
annover 

2010.

（
（9
）H

artm
ann, D

er Investiturstreit

（
註
（（
）, S. 82f.

（
（0
）
先
行
研
究
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
も
含
め
て
現
状
に
お
け
る
優
良
な

入
門
書
と
し
てRudolf Schieffer, Papst G

regor VII. : K
irch-

enreform
 und Investiturstreit  (B

eck'sche R
eihe 2492), 

M
ünchen 2010.

（
（（
）U

ta-Renate Blum
enthal, G

regor VII. Papst zw
ischen Canossa 

und K
irchenreform

 (G
estalten des M

ittelalters und der 
R

enaissance), D
arm

stadt 2001; H
erbert E

. J. C
ow

drey, 
Pope G

regory VII 1073 - 1085 , O
xford 1998.

（
（（
）
同
史
料
に
つ
い
て
は
以
下
の
項
目
記
事
に
お
け
る
包
括
的
な
文
献

情
報
を
参
照
。G

regorius VII papa, Registrum
 epistolarum

, 
http://w

w
w

.geschichtsquellen.de/repO
pus_02510.htm

l 
(

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
六
日
最
終
閲
覧).

（
（3
）
原
著
者
に
よ
る
ド
イ
ツ
語
の
訳
文
はH

erbers, G
eschichte des 

Papsttum
s , S. 129f.

に
基
づ
く
。

（
（（
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
フ
ア
マ
ン
の
詳
論
を
参
照
。H

orst Fuhrm
an, 

C
onstitutum

 C
onstantini, in: Theologische R

ealenzyk-
lopädie B

d. 8: C
hlodw

ig - D
ionysius Areopagita , Berlin / 

N
ew

 York 1981, S. 196-202.

彼
は
ま
さ
に
一
一
世
紀
の
論
争
に

お
い
て
同
テ
ク
ス
ト
が
も
っ
た
意
義
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
フ

ア
マ
ン
が
確
認
し
て
い
る
の
は
、「
教
皇
た
ち
が
［
同
テ
ク
ス
ト
を
］

利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
」
奇
妙
な
ま
で
に
「
用
心
深
く
慎
重
な
姿
勢
」

を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
こ
う
し
た
姿
勢
は
『
コ
ン
ス

タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
の
定
め
（C

onstitutum
 C

onstantini

）』
が
備
え

た
危
険
な
ま
で
の
両
義
性
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
教
皇
の
首
位
権

が
神
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ロ
ー
マ
皇
帝
の

贈
与
物
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。」

（
（（
）Rudolf Schieffer, D

ie E
ntstehung des päpstlichen Inves-

titurverbots für den deutschen K
önig  (M

onum
enta G

er-
m

aniae H
istorica. Schriften 28), Stuttgart 1981.

（
（（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
特
集
記
事
に
お
け
る
全
て
の
主
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張
そ
れ
ぞ
れ
を
参
照
。Jürgen D

endorfer: Canossa - keine 
W

ende? M
ehrfachbesprechung von Johannes Fried: 

C
anossa. E

ntlarvung einer Legende. E
ine Streitschrift, 

B
erlin 2012. Einführung, in: Sehepunkte 13 (2013), N

r.1 
[15.01.2013], http://w

w
w

.sehepunkte.de/2013/01/forum
/

canossa-keine-w
ende-brm

ehrfachbesprechung-von-
johannes-fried-canossa-entlarvung-einer-legende-eine-
streitschrift-berlin-2012-163/ (

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
六
日
最

終
閲
覧).

（
（7
）Jürgen Ziese, W

ibert von R
avenna. D

er G
egenpapst Cle-

m
ens III. (1084-1100)  (Päpste und Papsttum

, B
d. 20), 

Stuttgart 1982; R
udolf Schieffer, D

as R
eform

papsttum
 

und seine G
egenpäpste, in: G

egenpäpste. E
in unerw

ün-
schtes m

ittelalterliches Phänom
en  (Papsttum

 im
 m

ittelal-
terlichen Europa, Bd. 1), hg. von H

arald M
üller, Brigitte 

H
otz, W

ien u.a. 2012, S. 165-204. D
eutschen Archiv , Bd. 

69, H
eft 1, s 280-282

掲
載
の
書
評
も
参
照
。

（
（8
）Rudolf Schieffer, G

regor VII. - Ein Versuch über die his-
torische G

röße, in: H
istorisches Jahrbuch  97/98 (1978), S. 

87-107, hier: S. 106.

（
（9
）Rudolf Schieffer, M

otu proprio . Ü
ber die papstgeschichtliche 

W
ende im

 11. Jahrhundert, in: H
istorisches Jahrbuch  

122 (2002), S. 27-41.

最
近
に
お
い
て
もJohannes Laudage, 

D
ie papstgeschichtliche W

ende, in: Päpstliche H
errschaft 

im
 M

ittelalter. Funktionsw
eisen - Strategien - D

arstel-
lungsform

en (M
ittelalter-Forschungen, B

d. 38), hg. von 
Stefan W

einfurter, O
stfildern 2012, S. 51-68

が
こ
れ
に
同

意
し
て
い
る
。

（
30
）Alfons Becker, Papst U

rban II. (1088-1099)  (M
onum

enta 
G

erm
aniae H

istorica. Schriften 19),3 B
de., Stuttgart 

1964-2012.

（
3（
）G

lauco M
aria C

antarella, La costruzione della verità. 
Pasquale II, un papa alle strette  (Istituto storico Italiano 
per il m

edio evo. Studi storici, Fasc. 178-179), Rom
 1987; 

G
lauco M

aria C
antarella, Pasquale II e il suo tem

po  
(N

uovo M
edioevo, B

d. 54), N
eapel 1997; G

lauco M
aria 

Cantarella, Pasquale II, un m
ito, una storia, in: 1106. Il 

C
oncilio di G

uastalla e il m
ondo di Pasquale II , hg. von 

G
lauco M

aria C
antarella, D

aniela R
om

agnoli , A
lessan-

dria 2006, S. 3–17.

（
3（
）Beate Schilling, Ist das W

orm
ser K

onkordat überhaupt 
nicht geschlossen w

orden?, in: D
eutsches Archiv für E

r-
forschung des M

ittelalters 58 (2002), S. 123–191.

（
33
）Beate Schilling, G

uido von Vienne - Papst Calixt II . (M
onu-

m
enta G

erm
aniae H

istorica. Schriften, Bd. 45), H
annover 

1998; M
ary Stroll, C

alixtus II (1119-1124). A Pope B
orn 

to R
ule (Studies in the H

istory of C
hristian Traditions, 

Bd. 116), Leiden / Boston 2004.

後
者
に
つ
い
て
はD

eutsches 
Archiv

62 (2006), S. 321f.

に
掲
載
さ
れ
た
ベ
ア
ー
テ
・
シ
リ
ン

グ
に
よ
る
批
判
的
書
評
を
参
照
せ
よ
。

（
3（
）G

eorg G
resser, Concilium

 Lateranense I, 1123, in: The G
en-

eral C
ouncils of Latin C

hristendom
. B

d. 2,1: From
 C

on-
stantinople IV

 to Pavia-Siena (869-1424) (C
onciliorum

 
oecum

enicorum
 generalium

que decreta, B
d. 2,1), hg. von 
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A
ntonio G

arcía y G
arcía u.a., Turnhout 2013, S. 72-94.

（
3（
）Franz-Josef Schm

ale, Studien zum
 Schism

a des Jahres 
1130  (Forschungen zur kirchlichen Rechtsgeschichte und 
zum

 K
irchenrecht, Bd. 3), K

öln / G
raz 1961; M

ary Stroll, 
T

he Jew
ish Pope. Ideology and Politics in the Papal 

Schism
 of 1130  (B

rill’s Studies in Intellectual H
istory, 

B
d. 8), Leiden u.a. 1987; M

ary Stroll, Sym
bols as Pow

er. 
T

he Papacy Follow
ing the Investiture C

ontest  (B
rill’s 

Studies in Intellectual H
istory, Bd. 24), Leiden u.a. 1991.

（
3（
）Thom

as Izbicki, Concilium
 Lateranense II, in: The G

en-
eral C

ouncils  Bd. 2,1

（
註
3（
）S. 95–113.

（
37
）M

ichael H
orn, Studien zur G

eschichte Papst Eugens III. 
(1145-1153)  (E

uropäische H
ochschulschriften, R

eihe 
3: G

eschichte und ihre H
ilfsw

issenschaften, B
d. 508), 

Frankfurt am
 M

ain u.a. 1992; Peter D
inzelbacher, B

ern-
hard von C

lairvaux. Leben und W
erk des berühm

ten Zis-
terziensers  (G

estalten des M
ittelalters und der R

anais-
sance), D

arm
stadt 1998, S. 339-356.

（
38
）Rolf G

rosse, Ü
berlegungen zum

 K
reuzzugsaufruf Eugens 

III. von 1145/46. M
it einer N

euedition von JL 8876, in: 
Francia

18 (1991), S. 85-92.

（
39
）Pope A

lexander III (1159 - 81). T
he A

rt of Survival 
(C

hurch, Faith, and C
ulture in the M

edieval W
est), hg. 

von Peter D
. Clarke, Anne J. D

uggan, Farnham
 / Surrey 

2012.

（
（0
）Johannes Laudage, Alexander III. und Friedrich Barbarossa 

(Forschungen zur K
aiser- und Papstgeschichte des M

it-

telalters, B
d. 16), K

öln u.a. 1997; K
ai-M

ichael Sprenger, 
Zw

ischen den Stühlen. Studien zur W
ahrnehm

ung des 
Alexandrinischen Schism

as in R
eichsitalien (1159-1177)  

(Bibliothek des D
eutschen H

istorischen Instituts in Rom
, 

Bd. 125), Berlin u.a. 2012.

（
（（
）Atria Larson, K

enneth Pennington, Concilium
 Lateranense 

III, 1179,  in: The G
eneral C

ouncils  B
d. 2,1

（
註
3（
）S. 

115-147.

（
（（
）
こ
の
議
論
に
つ
い
て
はRudolf W

eigand, M
agister Rolan-

dus und Papst A
lexander III., in: Archiv für katholisches 

K
irchenrecht  149 (1980), S. 3-44

を
見
よ
。

（
（3
）John R. Row

e, Alexander III and the Jerusalem
 crusade. 

An overview
 of problem

s and failures, in: C
rusaders and 

M
uslim

s in Tw
elfth-C

entury Syria (The M
edieval M

edi-
terranean, Bd. 1), hg. von M

aya Shatzm
iller, Leiden u.a. 

1993, S. 112-132; Iben Fonnesberg-Schm
idt, A

lexander 
III and the crusades, in: Pope Alexander III (1159 - 81). 

（
註
39
）S. 341-363.

（
（（
）
一
三
世
紀
に
関
す
る
文
献
総
覧
と
し
てAgostino Paravicini B

a-
gliani, Il papato nel secolo XIII. C

ent’anni di bibliografia 
(1875 - 2009)  (M

illennio m
edieval, B

d. 83), Florenz 2010

を
見
よ
。

（
（（
）Pope Innocent III and his W

orld , hg. von John C. M
oore, 

A
ldershot u.a. 1999; Innocenzo III - U

rbs et orbis. A
tti 

del C
ongresso Internazionale R

om
a, 9-15 settem

bre 1998  
(M

iscellanea della Società R
om

ana di Storia Patria, B
d. 

44, 1-2 = N
uovi studi storici, Bd. 55, 1-2), hg. von Andrea 
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Som
m

erlechner,2 Bde., Rom
 2003; John C. M

oore, Pope 
Innocent III. (1160-1216). To R

oot U
p and to Plant , N

otre 
D

am
e 2009.

（
（（
）Peter Landau, Innozenz III. und die D

ekretalen seiner 
Vorgänger, in: Innocenzo III - U

rbs et orbis

（
註
（（
） S. 175-

199.

（
（7
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
基
盤
研
究
を
見
よ
。Peter H

erde, 
A

udientia litterarum
 contradictarum

. U
ntersuchungen 

über die päpstlichen Justizbriefe und die päpstliche D
el-

egationsgerichtsbarkeit vom
 13. bis zum

 B
eginn des

16 
Jahrhunderts  (B

ibliothek des deutschen historischen 
Instituts in Rom

, Bd. 31-32),2 Bde., Tübingen 1970.

（
（8
）A

gostino P
aravicini B

agliani, Il corpo del papa 
(B

iblioteca di cultura storica, Bd. 204), Turin 1994.

次
の

批
判
的
考
察
を
参
照
せ
よ
。Sandro Carocci, M

obilità papale 
e territorio. Problem

i di m
etodo e di interpretazione, in: 

Itineranza pontificia. La m
obilità della curia papale nel 

Lazio (secoli X
II-X

III)  (N
uovi studi storici, B

d. 61), hg. 
von Sandro Carocci, Rom

 2003, S. 81-100.

（
（9
）Patrick Zutshi, Innocent III and the Reform

 of the Pa-
pal C

hancery, in: Pope Alexander III (1159 - 81).

（
註
39
）S. 

84-101.

（
（0
）
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三
世
の
書
簡
登
記
簿
に
つ
い
て
は
以

下
の
記
事
に
お
け
る
詳
細
な
情
報
を
見
よ
。Innocentius III 

papa, E
pistolae, http://w

w
w

.geschichtsquellen.de/re-
pO

pus_02951.htm
l (

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
六
日
最
終
閲
覧).

（
（（
）A

ntonio G
arcía y G

arcía, A
lberto M

elloni, C
oncilium

 

Lateranense IV. 1215, in: The G
eneral C

ouncils  Bd. 2,1

（
註
3（
）S. 151–204.

（
（（
）John G

ilchrist, The Lords W
ar as the Proving G

round of 
Faith. Pope Innocent III and the Propagation of Violence 
(1198-1216), in: C

rusaders and M
uslim

s

（
註
（3
）  S. 65-83; 

Alfred J. A
ndrea, John C

. M
oore, A

 Q
uestion of Charac-

ter. Tw
o View

s on Innocent III and the Fourth Crusade, 
in: Innocenzo III - U

rbs et orbis. Atti del C
ongresso Inter-

nazionale R
om

a, 9-15 settem
bre 1998 (M

iscellanea della 
Società R

om
ana di Storia Patria, B

d. 44, 1-2 = N
uovi 

studi storici, B
d. 55, 1-2), hg. von A

ndrea Som
m

erlech-
ner, Rom

 2003, S. 525-585.

（
（3
）Pierre-Vincent Claverie, H

onorius III et l’O
rient (1216 

- 1227). É
tude et publications de sources inédites des Ar-

chives Vaticanes  (The M
edieval M

editerranean, B
d. 97), 

Leiden u.a. 2013; Thom
as W

. Sm
ith, Pope H

onorius III 
and the H

oly Land C
rusades, 1216-1227. A Study in R

e-
sponsive Papal G

overnm
ent  [im

 D
ruck].

（
（（
）G

regorio IX e gli ordini m
endicanti  (Atti dei Convegni 

della Società internazionale di studi francescani e del 
Centro interuniversitario di studi francescani. N

uova se-
rie, B

d. 21), Spoleto 2011.
（
（（
）W

olfgang Schenkluhn, San Francesco in Assisi, E
ccle-

sia specialis. D
ie Vision Papst G

regors IX. von einer E
r-

neuerung der K
irche , D

arm
stadt 1991, S. 176.

（
（（
）
こ
れ
に
つ
い
て
はAlberto M

elloni, Innocenzo IV. La con-
cezione e l’esperienza della cristianità com

e regim
en unius 
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personae  (Testi e ricerche di scienze religiose. N
uova se-

rie, B
d. 4), G

enua 1990

を
見
よ
。

（
（7
）W

erner M
aleczek, G

regor IX. als K
anonist und als G

e-
setzgeber religiöser O

rden, in: G
regorio IX

 e gli ordini 
m

endicanti 
（
註
（（
）S. 123-193.

（
（8
）A

tria Larson, K
enneth Pennington, Concilium

 Lugdu-
nense I, 1245, in: The G

eneral C
ouncils Bd. 2,1

（
註
3（
） 

s. （0（-（（（  V
ito Piergiovanni, Innocenzo IV

 legislatore e 
com

m
entatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzi-

oni, in: G
li inizi del diritto pubblico B

d. 2: D
a Federico 

I a Federico II - D
ie Anfänge des öffentlichen R

echts B
d. 

2: V
on Friedrich B

arbarossa zu Friedrich II . (A
nnali 

dell’Istituto storico italo-germ
anico in Trento. Contributi, 

B
d. 21), hg. von G

erald D
ilcher und D

iego Q
uaglioni, Bo-

logna / Berlin 2009, S. 195-222.

（
（9
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
情
報
を
見
よ
。http://

w
w

w
.geschkult.fu-berlin.de/e/fm

i/arbeitsbereiche/ab_
thum

ser/clem
ens.htm

l (

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
六
日
最
終
閲
覧).

（
（0
）M

artin K
aufhold, D

eutsches Interregnum
 und europäische 

Politik. K
onfliktlösungen und E

ntscheidungsstrukturen 
1230 - 1280  (M

onum
enta G

erm
aniae H

istorica. Schrift-
en, B

d. 49), H
annover 2000, S. 417-424.

（
（（
）A

ndreas Fischer, K
ardinäle im

 K
onklave. D

ie lange 
Sedisvakanz der Jahre 1268 bis 1271  (B

ibliothek des 
D

eutschen H
istorischen Instituts in R

om
, B

d. 118), 
Tübingen 2008.

（
（（
）A

lberto M
elloni, D

as K
onklave. D

ie Papstw
ahl in G

e-

schichte und G
egenw

art , Freiburg u.a. 2002.

（
（3
）Burkhard Roberg, Concilium

 Lugdunense II, 1274, in: The 
G

eneral C
ouncils B

d. 2,1

（
註
3（
）  S. 247-358.

（
（（
）Burkhard Roberg, D

er konziliare W
ortlaut des K

onklave-
D

ekrets “U
bi periculum

“ von 1274, in: Annuarium
 histo-

riae conciliorum
2 (1970), S. 231-262.

（
（（
）
と
り
わ
け
ペ
ー
タ
ー
・
ヘ
ル
デ
が
こ
の
「
天
使
教
皇
」
の
研
究
に

取
り
組
ん
で
い
る
。
一
九
八
一
年
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
関
連
著
書
は

数
年
前
に
イ
タ
リ
ア
語
に
翻
訳
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
文
献
情
報
が
ア
ッ

プ
デ
ー
ト
さ
れ
て
い
る
。Peter H

erde, C
elestino V (Pietro del 

M
orrone) 1294. Il papa angelico , hg. von Q

uirino Salo-
m

one, L’Aquila 2004.

よ
り
新
し
い
研
究
で
あ
るD

ie ältesten 
V

iten Papst C
ölestins V

. (Peters vom
 M

orrone)  (M
onu-

m
enta G

erm
aniae H

istorica. Scriptores rerum
 G

erm
ani-

carum
. N

ova series 23), hg. von Peter H
erde, H

annover 
2008

も
見
よ
。

（
（（
）
例
え
ば
以
下
の
論
集
を
見
よ
。Agostino Paravicini Ba-

gliani, Il potere del papa. C
orporeità, autorappresentazi-

one, sim
boli  (M

illenio m
edievali. Strum

enti e studi, B
d. 

21), Florenz 2009.

（
（7
）Agostino Paravicini Bagliani, Boniface VIII. U

n pape héré-
tique? , Paris 2003.

以
下
の
書
評
に
お
け
る
批
判
的
論
評
を
見
よ
。

Rezension von Tilm
ann Schm

idt, in: D
eutsches Archiv

62 
(2006), S. 328f.

（
（8
）M

ichele M
accarrone, L’indulgenza del G

iubileo del 1300 
e la B

asilica di San Pietro, in: R
om

a anno 1300. A
tti 

della
4 Settim

ana di studi di storia dell’arte m
edievale 
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dell’U
niversità di R

om
a “La Sapienza”, (19 -24 m

aggio 
1980) , hg. von A

ngiola M
aria R

om
anini, R

om
 1983, S. 

731-752.

（
（9
）Em

anuele Conte, La bolla “U
nam

 Sanctam
” e i fondam

enti 
del potere papale fra diritto e teologia, in: B

onifacio VIII, 
i C

aetani e la storia del Lazio , Rom
 2004, S. 43-61; K

arl 
U

bl, D
ie G

enese der B
ulle U

nam
 sanctam

. A
nlass, V

or-
lagen, Intention, in: Politische R

eflexion in der W
elt des 

späten M
ittelalters  (Studies in M

edieval and Reform
ation 

Traditions, B
d. 103), hg. von M

artin K
aufhold,  Leiden 

u.a. 2004, S. 129-149.

（
70
）Patrick Zutshi, The Avignon Papacy, in: The N

ew
 C

am
-

bridge M
edieval H

istory, B
d. V

I: c.1300-c.1415 , hg. von 
M

ichael Jones, Cam
bridge 2000, S. 653–673

に
よ
る
概
観
を

見
よ
。
最
近
の
社
会
史
・
文
化
史
的
な
研
究
の
う
ち
、
次
の
文
献
に

言
及
し
て
お
き
た
い
。Stefan W

eiß, D
ie Versorgung des päp-

stlichen H
ofes in Avignon m

it Lebensm
itteln (1316–1378). 

S
tudien zur S

ozial- und W
irtschaftsgeschichte eines 

m
ittelalterlichen H

ofes , B
erlin 2002; La V

ie culturelle, 
intellectuelle et scientifique à la cour des papes d’Avignon  
(Textes et études du M

oyen Age, Bd. 28), hg. von Jacque-
line H

am
esse, Turnout 2006.

（
7（
）
こ
の
教
皇
の
治
世
に
関
す
る
最
近
の
文
献
と
し
てSebastian 

Zanke, Johannes X
X

II., A
vignon und E

uropa. D
as poli-

tische Papsttum
 im

 Spiegel der kurialen R
egister (1316 - 

1334) , Leiden u.a. 2013

を
参
照
。

（
7（
）
例
え
ば
次
の
論
集
の
副
題
を
見
よ
。Le fonctionnem

ent ad-

m
inistratif de la papauté d’Avignon. Aux origines de l’É

tat 
m

oderne  (C
ollection de l’É

cole Française de R
om

e, B
d. 

138), R
om

 1991.

（
73
）Frenz, Papsturkunden, S. 63.

（
7（
）
二
〇
一
四
年
二
月
に
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
マ
レ
チ
ェ
ク
（W

erner M
alec-

zek

）
の
主
催
で
行
わ
れ
た
コ
ン
ス
タ
ン
ツ
中
世
研
究
グ
ル
ー
プ
の
研

究
集
会
は
「
ロ
ー
マ
教
皇
庁
と
金
銭
。
一
二
世
紀
中
葉
か
ら
一
四

世
紀
初
頭
ま
で
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
た
。
こ
の
集
会
の

成
果
は
ま
も
な
く
『
講
演
と
研
究
（Vorträge und Forschun-

gen

）』
か
ら
刊
行
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
他Agostino Paravicini 

B
agliani, Per una storia econom

ica e finanziaria della 
corte papale preavignonese, in: G

li spazi econom
ici della 

chiesa nell‘occidente m
editerraneo (secoli XII-m

età XIV) , 
Pistoia 1999, S. 19-42

も
見
よ
。

（
7（
）Stefan W

eiß, R
echnungsw

esen und B
uchhaltung des 

Avignoneser Papsttum
s (1316–1378). E

ine Q
uellenkunde  

(M
onum

enta G
erm

aniae H
istorica. H

ilfsm
ittel 20), H

an-
nover 2003.

（
7（
）
こ
の
こ
と
に
関
す
る
古
典
的
研
究
に
数
え
ら
れ
る
の
がAndreas 

M
eyer, Zürich und R

om
. O

rdentliche K
ollatur und päp-

stliche Provisionen am
 Frau- und G

rossm
ünster, 1316 - 

1523  (B
ibliothek des D

eutschen H
istorischen Instituts 

in Rom
, Bd. 64), Tübingen 1986

で
あ
る
。
最
近
の
研
究
に
つ

い
て
は
と
り
わ
け
以
下
の
も
の
を
見
よ
。Barbara B

om
bi, D

er 
G

eschäftsgang der Suppliken im
 ersten V

iertel des 14. 
Jahrhunderts. Einige B

eispiele anhand des Registers des 
K

urienprokurators A
ndrea Sapiti, in: A

rchiv für D
iplo-
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m
atik

51 (2005), S. 253-283; Barbara Bom
bi, Petitioning 

betw
een E

ngland and A
vignon in the first half of the 

fourteenth century, in: M
edieval Petitions , hg. von W

. 
M

ark O
rm

rod, G
w

ilym
 D

odd, A
nthony M

usson, W
ood-

bridge u.a. 2009, S. 64-81.

（
77
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
の
基
盤
研
究
を
見
よ
。Christiane Schucha-

rd, D
ie päpstlichen K

ollektoren im
 späten M

ittelalter  
(Bibliothek des D

eutschen H
istorischen Instituts in Rom

, 
B

d. 91), Tübingen 2000.

（
78
）D

iana W
ood, Clem

ent VI . The Pontificate and Ideas of an 
Avignon Pope  (C

am
bridge Studies in M

edieval Life and 
Thought. Series 4, Bd. 13), Cam

bridge 1989.

（
79
）G

eorg Strack, D
oppelzüngige Phrasendrescherei? D

ie 
K

onsistorialansprachen Papst C
lem

ens V
I. gegen Lud-

w
ig den Bayern in: Ludw

ig der B
ayer (1314-1347). R

eich 
und H

errschaft im
 W

andel , hg. von H
ubertus Seibert, 

R
egensburg 2014, S. 413-433.

（
80
）Stefan W

eiß, K
redite europäischer H

errscher für 
G

regor XI. zur Finanzierung der R
ückkehr des Papst-

tum
s von A

vignon nach R
om

, in: Q
uellen und Forsc-

hungen aus italienischen A
rchiven und B

ibliotheken
77 

(1997), S. 176-205.

（
8（
）A C

om
panion to the G

reat W
estern Schism

 (1378-1417) 
(B

rill’s C
om

panions to the C
hristian Tradition, B

d. 17), 
hg. von Joëlle R

ollo-K
oster, Thom

as M
. Izbicki, Leiden 

u.a. 2009 .

（
8（
）Phillip H

. Stum
p, Concilium

 Constantiense, in: The G
eneral 

C
ouncils B

d. 2,1

（
註
3（
）S. 517-629; W

alter B
randm

ül-
ler, D

as K
onzil von K

onstanz 1414 - 1418  (K
onzilienge-

schichte. R
eihe A

. D
arstellungen), 2. B

de, 2. A
uflage, 

Paderborn u.a. 1999.

カ
ト
リ
ッ
ク
的
観
点
に
立
っ
て
い
る
こ
と

が
明
白
な
こ
の
著
作
に
つ
い
て
は
以
下
の
書
評
を
見
よ
。Rezen-

sionen von Jürgen M
iethke, in: D

eutsches A
rchiv

47 
(1991), S. 692-695 und

56 (2000), S. 313f.

（
83
）Joachim

 Stieber, Concilium
 Basiliense, 1431-1449, in: The 

G
eneral C

ouncils of Latin C
hristendom

. B
d. 2,2: From

 
B

asel to Lateran V
 (1431-1517)  (C

onciliorum
 oecum

eni-
corum

 generalium
que decreta B

d. 2,2), hg. von Joachim
 

Stieber u.a., Turnhout 2013, S. 667-1157.

（
8（
）
以
下
の
記
事
に
お
け
る
包
括
的
な
記
述
を
見
よ
。Pius II papa, 

http://w
w

w
.geschichtsquellen.de/repPers_118594702.

htm
l (

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
六
日
最
終
閲
覧).

（
8（
）
最
新
の
大
規
模
な
史
料
編
纂
計
画
に
つ
い
て
は
以
下
の
記
事
に

お
け
る
記
述
を
見
よ
。Pius II papa, H

istoria Austrialis, 
http://w

w
w

.geschichtsquellen.de/repO
pus_01795.htm

l 
(

二
〇
一
四
年
一
二
月
一
六
日
最
終
閲
覧).

（
8（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
エ
グ
モ
ン
ト
・
リ
ー
の
研
究
を
見
よ
。

Egm
ont Lee, Sixtus IV and M

en of Letters  (Tem
i e testi, 

Bd. 26), Rom
 1978.

加
え
て
、
そ
の
後
に
刊
行
さ
れ
た
以
下
の
論

文
集
も
参
照
さ
れ
た
い
。Sisto IV. Le arti a R

om
a nel prim

o 
R

inascim
ento , hg. von Fabio Benzi, R

om
 2000.

（
87
）M

arco Pellegrini, D
as K

ardinalskolleg von Sixtus IV. bis A
l-

exander V
I. (1471-1503), in: G

eschichte des K
ardinalats 

im
 M

ittelalter  (Päpste und Papsttum
 39), hg. v. Jürgen 
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D
endorfer, Ralf Lützelschw

ab, Stuttgart 2011, 399-445.
（
88
）Christine Shaw

, Julius II. The W
arrior Pope , O

xford 1996.

（
89
）N

elson M
innich, Concilium

 Lateranense V, 1512-1517, 
in: The G

eneral C
ouncils Bd. 2,2

（
註
83
）  S. 1317-1455.

（
90
）Thom

as Frenz, D
ie K

anzlei der Päpste der H
ochrenais-

sance (1471-1527)  (Bibliothek des D
eutschen H

istorisch-
en Instituts in Rom

, Bd. 63), Tübingen 1986, S. 199-201.

（
9（
）Rem

igius Bäum
er, Leo X. und die K

irchenreform
, in: Papst-

tum
 und K

irchenreform
. H

istorische B
eiträge. Festschrift 

für G
eorg Schw

aiger zum
 65. G

eburtstag , hg. von M
an-

fred W
eitlauff, K

arl H
ausberger, St. O

ttilien 1990, S. 
281–299.

（
9（
）M

aurizio G
attoni, Leone X

 e la geo-politica dello stato 
pontifico (1513-1521)  (C

ollectanea A
rchivi V

aticani 47), 
V

atikanstadt 2000, S. 249-258.

（
93
）G

ötz-Rüdiger Tew
es, D

ie M
edici und Frankreich im

 Pon-
tifikat Leos X. U

rsachen, Form
en und Folgen einer E

u-
ropa polarisierenden Allianz, in: D

er M
edici-Papst Leo X. 

und Frankreich. Politik, K
ultur und Fam

iliengeschäfte in 
der europäischen R

enaissance (Spätm
ittelalter und R

ef-
orm

ation. N
eue R

eihe 19), hg. von G
ötz-R

üdiger Tew
es, 

M
ichael Rohm

ann, Tübingen 2002, S. 11-116.

（
9（
）D

iarm
aid M

acCulloch, D
ie R

eform
ation 1490-1700 , aus 

dem
 E

nglischen von H
elke V

oß-B
echer u.a., M

ünchen 
2008.

（
9（
）Erw

in Iserloh, M
artin Luther und der Aufbruch der Refor-

m
ation (1517-1525), in: H

andbuch der K
irchengeschichte. 

B
and IV: R

eform
ation, K

atholische R
eform

 und G
egenre-

form
ation , hg. von H

ubert Jedin, Freiburg u.a. 1967, S. 
3-114.

（
9（
）G

ötz-R
üdiger Tew

es, D
ie röm

ische K
urie und die eu-

ropäischen Länder am
 V

orabend der R
eform

ation (B
ib-

liothek des D
eutschen H

istorischen Instituts in R
om

, Bd. 
95), Tübingen 2001.

（
97
）
例
え
ばM

acC
ulloch, D
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史
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／
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任
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解
説

小
　
澤
　
　
　
実

　
本
稿
は
、
二
〇
一
四
年
九
月
十
日
に
、
立
教
大
学
池
袋
キ
ャ
ン
パ

ス
一
四
号
館
六
階
Ｄ
六
〇
一
教
室
で
お
こ
な
わ
れ
た
、
ゲ
オ
ル
ク
・

シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
に
よ
る
講
演
「
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
『
改
革
』
か

ら
宗
教
『
改
革
』
へ
　
盛
期
・
後
期
中
世
の
教
皇
権
」（Von der 

R
eform

 zur R
eform

ation. D
as Papsttum

 im
 H

och- und 
Spätm

ittelalter

）
の
翻
訳
で
あ
る
。
本
講
演
は
、
日
本
の
聴
衆

の
た
め
に
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
に
近
年
の
研
究
の
紹
介
を
兼
ね
て
特

別
に
用
意
し
て
い
た
だ
い
た
内
容
で
あ
る
。
当
日
も
翻
訳
原
稿
を
配

付
し
た
が
、そ
の
後
、詳
細
な
文
献
註
を
つ
け
た
原
稿
を
シ
ュ
ト
ラ
ッ

ク
博
士
よ
り
送
付
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
、そ
ち
ら
を
原
本
と
し
た
。

　
西
洋
中
世
に
と
っ
て
教
皇
の
存
在
は
特
別
で
あ
る
。
本
邦
で
の
古

典
的
理
解
に
従
う
な
ら
ば
、
皇
帝
と
教
皇
は
、
そ
れ
ぞ
れ
世
俗
面
と

精
神
面
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
国
境
な
き
普
遍
的
支
配
を
可
能
と
す

る
存
在
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
皇
帝
は
主
と
し
て
ド

イ
ツ
国
内
に
お
い
て
の
み
の
支
配
者
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
教
皇
は
、
物
理
的
抑
止
力
で
は

な
く
精
神
的
抑
止
力
を
も
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
世
俗
君
主
に

対
し
干
渉
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
各
国
単
位
の

歴
史
で
は
な
い
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
、
教
皇
の

存
在
を
抜
き
に
想
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
は
い

え
実
の
と
こ
ろ
、
日
本
に
お
け
る
教
皇
研
究
は
、
教
皇
権
は
中
世
権

力
の
楕
円
的
構
造
の
一
方
の
極
で
あ
る
と
の
堀
米
庸
三
の
主
張
が
広

く
認
知
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
認
知
を
反
映
す
る

だ
け
の
十
分
な
厚
み
を
持
っ
た
研
究
史
を
蓄
積
し
て
こ
な
か
っ
た
。

野
口
洋
二
『
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
の
研
究
』（
創
文
社
、
一
九
七
八

年
）、
関
口
武
彦
『
教
皇
改
革
の
研
究
』（
南
窓
社
、
二
〇
一
三
年
）、

藤
崎
衛
『
中
世
教
皇
庁
の
成
立
と
展
開
』（
八
坂
書
房
、
二
〇
一
三

年
）
と
い
っ
た
重
厚
な
研
究
に
加
え
て
（
と
は
い
え
う
ち
二
冊
が
グ

レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
に
関
わ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
自
体
、
関
心
の
偏

り
を
証
明
し
て
い
る
）、
西
川
洋
一
、
甚
野
尚
志
、
山
辺
規
子
、
渡

辺
浩
、
千
葉
敏
之
ら
に
よ
る
論
考
が
わ
れ
わ
れ
の
蒙
を
開
き
つ
つ
あ

る
が
、
全
体
を
見
渡
す
と
い
う
に
は
ほ
ど
遠
い
状
況
に
は
か
わ
り
な

い
。
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
こ
の
講
演
録
は
、
古
典
的
な
筋
道
を
提

供
す
る
バ
ラ
ク
ロ
ウ
（
藤
崎
衛
訳
）『
中
世
教
皇
史
』（
八
坂
書
房
、

二
〇
一
二
年
）
と
あ
わ
せ
て
、
今
後
展
開
が
望
ま
れ
る
教
皇
庁
研
究

の
導
入
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
講
演
録
は
、
専
門
的
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
は
な

く
、
と
り
わ
け
近
年
の
ド
イ
ツ
語
圏
の
研
究
動
向
に
基
づ
い
た
、
中

世
盛
期
・
後
期
の
教
皇
庁
史
を
主
要
な
教
皇
の
改
革
行
為
に
焦
点
を

あ
て
て
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
。古
典
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
が
、
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教
会
「
改
革
」
か
ら
宗
教
「
改
革
」
へ
（
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
）

冒
頭
に
あ
る
よ
う
に
「
聖
俗
両
面
」
に
わ
た
る
君
主
と
し
て
の
教
皇

と
い
う
理
解
を
採
用
す
る
点
は
、
堀
米
ら
の
立
場
と
は
大
き
く
異
な

る
。
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
見
取
り
図
で
主
張
さ
れ
る
要
点
の
ひ
と

つ
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
に
せ
よ
そ
の
後
の
制
度
改
革
な
ど
に
せ

よ
、
教
皇
自
身
が
主
導
的
に
す
す
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
周
囲
の
要

請
に
応
じ
て
応
対
し
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。「
中
世
を

通
じ
て
み
れ
ば
、
教
皇
に
よ
る
書
簡
な
い
し
文
書
の
発
給
は
誰
か
に

請
願
さ
れ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
」と
の
主
張
は
、

今
後
、
中
世
社
会
に
お
け
る
教
皇
庁
の
立
ち
位
置
を
考
え
る
際
に
大

き
な
争
点
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。
近
年
世
俗
君
主
の
統
治
権
力
に
対

し
て
も
、
諸
侯
の
同
意
が
あ
っ
て
初
め
て
発
動
さ
れ
る
こ
と
を
理
由

に
そ
の
絶
対
性
を
相
対
化
す
る
研
究
動
向
が
強
ま
っ
て
い
る
が
、
教

皇
研
究
も
同
様
の
道
筋
に
あ
る
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ

に
加
え
て
、
博
士
が
浮
き
彫
り
と
す
る
、
常
に
改
革
を
志
向
す
る
教

皇
庁
の
姿
は
、
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
改
革
か
ら
イ
ン
ノ
ケ
ン
テ
ィ
ウ
ス
三

世
に
い
た
る
教
皇
権
の
上
昇
曲
線
が
、
そ
の
後
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス

八
世
以
降
の
下
降
曲
線
に
い
た
る
と
い
う
教
科
書
的
図
式
に
も
留
保

を
求
め
る
だ
ろ
う
。
十
字
軍
、
財
政
、
居
所
、
芸
術
と
の
関
係
な
ど
、

脚
注
に
上
げ
ら
れ
た
文
献
の
紹
介
も
含
め
て
、
教
皇
権
像
の
革
新
に

十
分
に
寄
与
す
る
内
容
で
あ
る
。

　
ゲ
オ
ル
ク
・
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
は
、
一
九
七
七
年
、
オ
ー
ス
ト

リ
ア
の
オ
ー
ベ
ル
ン
ド
ル
フ
に
生
ま
れ
た
。
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
マ
ク

シ
ミ
リ
ア
ン
・
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
で
修
士
号
を
取
得
し
、
二
〇
〇
八

年
に
は
、
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
メ
ル
テ
ル
教
授
の
指
導
の
も
と
、
同
博

士
課
程
を
修
了
し
た
。
学
位
請
求
論
文
は
人
文
主
義
者
ト
ー
マ
ス
・

ピ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
の
知
的
側
面
を
あ
つ
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
す

で
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
（Thom

as Pirckheim
er (1418-1473). 

G
elehrter R

at und Frühhum
anist  (H

istorische Studien 
496), H

usum
 2010

）。
二
〇
一
一
年
よ
り
指
導
教
員
で
あ
っ
た
メ

ル
テ
ル
教
授
の
助
手
と
し
て
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
に
勤
務
す
る
一
方
、

教
授
資
格
論
文
（Perzeption und Im

agination politischer 
R

edekultur im
 M

ittelalter. R
eden und Predigten der 

Päpste (11.-14. Jahrhundert)

）
の
脱
稿
を
間
近
に
控
え
て
い

る
。
ま
た
、
人
文
主
義
者
に
関
す
る
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
・
ヒ
ス

ト
リ
ー
か
ら
教
皇
に
よ
る
公
的
説
教
の
解
読
へ
と
テ
ー
マ
を
う
つ
し

た
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
は
、
パ
ラ
ヴ
ィ
チ
ー
ニ
・
バ
リ
ア
ー
ニ
教

授
の
よ
う
な
大
御
所
か
ら
若
手
に
い
た
る
中
世
後
期
の
教
皇
宮
廷

に
関
心
の
あ
る
研
究
者
を
糾
合
し
て
、
ド
イ
ツ
学
術
基
金
の
援
助

を
受
け
た
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
（Stilus curiae. Spielregeln der 

K
onflikt- und V

erhandlungsführung am
 Papsthof des 

M
ittelalters 

（12.-15. Jahrhundert

））
を
主
催
し
て
い
る
。

今
後
、
教
皇
庁
研
究
の
中
心
人
物
の
一
人
と
し
て
学
会
を
導
く
は
ず

で
あ
る
。

　
博
士
は
、
小
澤
を
受
け
入
れ
教
員
と
す
る
二
〇
一
四
年
度
立
教
大
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学
招
聘
研
究
員
と
し
て
、
九
月
二
日
よ
り
一
四
日
ま
で
立
教
大
学
池

袋
キ
ャ
ン
パ
ス
に
滞
在
し
た
。
九
月
一
〇
日
に
行
わ
れ
た
本
講
演
に

は
、
本
学
の
関
係
者
ほ
か
、
佐
藤
彰
一
（
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
・

学
士
院
会
員
）
や
赤
江
雄
一
（
慶
應
義
塾
大
学
助
教
）
と
い
っ
た
専

門
家
、
そ
の
ほ
か
教
皇
研
究
に
関
心
の
あ
る
一
般
の
方
が
数
多
く
出

席
さ
れ
、
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
日
本
語
が
飛
び
交
う
活
発
な
討
議
を

行
う
こ
と
が
で
き
た
。
予
想
外
の
盛
り
上
が
り
に
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク

博
士
も
驚
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
一
二
日
（
金
）
に
は
、「
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
の
な
か
の
中
世
教
皇
制
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
部
と
外
部
」

（M
edieval Papacy in Its N

etw
ork: E

urope Inside and 
O

utside

）
と
い
う
さ
さ
や
か
な
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
も
と
り
お

こ
な
っ
た
。
中
世
教
皇
に
関
す
る
日
本
で
初
め
て
の
英
語
に
よ
る
国

際
会
議
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
外
部
世
界
と
教
皇
と
の
つ
な
が
り

に
軸
足
を
置
い
て
構
成
さ
れ
た
会
議
に
お
い
て
、
藤
崎
衛
（
東
京
大

学
）、
木
崎
孝
嘉
（
東
京
大
学
）、
纓
田
宗
紀
（
東
京
大
学
）
と
い
っ

た
若
手
研
究
者
を
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
に
紹
介
し
え
た
こ
と
に
加
え

て
、
今
後
と
も
、
教
皇
庁
研
究
に
お
い
て
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
グ

ル
ー
プ
と
の
連
携
を
と
る
約
束
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
き
な

成
果
で
あ
る
。
実
際
、
二
〇
一
五
年
に
ド
イ
ツ
で
行
わ
れ
る
国
際
会

議
に
、
我
々
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
藤
崎
を
招
待
し
て
い
た
だ
く
内
諾
も

す
で
に
得
て
お
り
、
そ
の
次
の
日
本
に
お
け
る
国
際
会
議
に
つ
い
て

も
現
在
準
備
中
で
あ
る
。

　
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
は
や
や
シ
ャ
イ
で
あ
り
な
が
ら
、
既
に
述
べ

た
ド
イ
ツ
学
術
基
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
リ
ー
ダ
ー
を
つ
と
め
て
い
る

よ
う
に
、
若
手
を
ま
と
め
る
立
場
に
も
あ
る
。
き
ま
じ
め
で
誠
実
な

シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
性
格
は
、
独
立
心
の
強
い
ア
カ
デ
ミ
シ
ャ
ン

の
世
界
に
お
い
て
、
多
く
か
ら
信
頼
を
得
て
い
る
証
左
で
も
あ
る
。

偶
然
な
が
ら
、
講
演
会
の
当
日
は
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
誕
生
日
で

あ
っ
た
た
め
、
有
志
と
と
も
に
、
池
袋
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
パ
ー
テ
ィ

を
開
催
し
た
。
一
二
日
の
国
際
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
後
の
懇
親
会
も
あ

わ
せ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
博
士
と
の
知
的
な
時
間
を
十
分
に
愉
し
む

こ
と
が
で
き
た
。

　
翻
訳
を
担
当
し
た
の
は
、
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
の
友
人
で
も
あ
る

菊
地
重
仁
（
東
京
大
学
特
任
研
究
員
）
で
あ
る
。
菊
地
氏
に
深
謝
す

る
と
と
も
に
、
翻
訳
許
可
を
い
た
だ
い
た
シ
ュ
ト
ラ
ッ
ク
博
士
に
も

御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
、
本
文
の
チ
ェ
ッ
ク
に
は
、
教
皇
庁

研
究
の
専
門
家
で
あ
る
藤
崎
衛
（
東
京
大
学
助
教
）
の
手
を
煩
わ
せ

た
。
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
立
教
大
学
で
の
博
士
の

公
開
講
演
会
の
開
催
と
本
講
演
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
小
澤
も

研
究
分
担
者
を
つ
と
め
る
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
Ｂ
）「
中
世

盛
期
教
皇
庁
の
統
治
戦
略
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
像
の
転
換
」（
課
題
番
号

25284144

、
研
究
代
表
者
・
池
上
俊
一
・
東
京
大
学
）
の
援
助
を

得
て
行
わ
れ
た
こ
と
も
こ
こ
に
記
し
て
お
く
。（

本
学
文
学
部
准
教
授
）


