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ア
ュ

l
ダ
l
中
期
に
お
け
る
教
区
教
会
と
民
衆

指

日百

博

（

1
）
 

「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
宗
教
改
革
は
国
家
の
仕
事
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
が
、
国
制
史
的
な
立
場
で
の
、
従
来
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
宗
教

改
革
史
研
究
の
主
流
を
な
す
見
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
方
か
ら
は
、
宗
教
改
革
が
当
時
の
社
会
や
人
々
に
及
ぼ
し
た

影
響
が
軽
視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
「
国
家
の
仕
事
」
で
あ
っ
た
が
故
に
、
国
王
の
交
代
に
従
っ
て
め
ま
ぐ
る
し
く

宗
教
体
制
が
変
化
し
、
そ
の
混
乱
は
、
好
む
と
好
ま
ぎ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、

一
般
教
区
民
を
も
ま
き
込
ん
で
い
っ
た
。
教
義
の
変
更
は

理
念
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
ず
、
具
体
的
な
教
会
の
あ
り
方
を
も
変
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
無
視
し
て
、
宗
教
改
革
を
国
制
史

（

2）
 

的
な
事
件
の
連
続
に
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
は
、
こ
の
変
革
の
重
要
な
側
面
を
見
落
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

な
か
で
も
、

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
と
メ
ア
リ
の
治
世
は
そ
の
変
動
の
振
幅
の
大
き
さ
故
に
、
混
乱
を
増
大
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

の
時
期
に
関
す
る
研
究
は
手
薄
で
あ
り
、
治
世
に
対
す
る
評
価
も
否
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
メ

ア
リ
の
治
世
に
対
し
て
は
「
政
治
的
に
は
破
綻
し
、
精
神
的
に
は
不
毛
で
あ
り
、
経
済
的
に
は
無
秩
序
で
、
知
的
に
は
活
力
を
失
な
っ
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（

3
）
 

た
」
と
い
う
評
価
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
程
ま
で
に
否
定
的
で
混
沌
と
し
た
治
世
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
逆
に
、
そ
の
混

乱
が
も
た
ら
し
た
影
響
を
無
視
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
、

い
わ
ゆ
る
「
エ
リ
ザ
ベ
ス
の
解
決
」
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
な
ら
ば
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
が
引
き
継
い
だ
教
会
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
混
乱
と
は
、
何
よ
り
も
教
会
の
荒
廃
で
あ
り
、
変
転
す
る
宗
教
状
況
の
中
で
翻
弄
さ
れ
た
下
級
聖
職
者
や
教
区
民
の
当
惑
で
あ

っ
た
と
き
守
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
人
々
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
動
の
消
極
性
・
体
制
へ
の
服
従
的
態
度
の
故
に
、
あ
ま
り
注

目
さ
れ
な
か
っ
た
。
確
か
に
、
殉
教
者
や
亡
命
者
と
い
っ
た
確
信
的
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
達
は
、
後
の
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
へ
と
連
な
っ
て
ゆ

く
重
要
な
存
在
で
は
あ
っ
た
が
、
当
時
に
お
い
て
は
少
数
派
で
あ
り
、
む
し
ろ
大
部
分
の
者
は
服
従
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
人
々
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
れ
ば
、

メ
ア
リ
時
代
の
ま
た
別
の
側
面
が
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
は
全
て
の
問
題
を
扱
う
紙
数
の
余
裕
は
な
い
の
で
、
聖
職
者
の
問
題
は
別
稿
に
譲
り
、
教
区
教
会
の
状
態
と
そ
れ

を
め
ぐ
る
教
区
民
の
対
応
を
中
心
に
考
察
し
、
当
時
の
教
会
が
抱
え
た
問
題
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が
メ
ア
リ
時
代
の
カ

ト
リ
ッ
ク
復
活
の
企
て
を
い
か
に
規
定
し
て
い
っ
た
か
を
考
え
て
み
た
い
。

い
ま
だ
強
力
な
統
治
組
織
を
持
た
な
か
っ
た
テ
ュ

l
ダ
！
の
諸
国
王
に
と
っ
て
、
教
区
教
会
は
あ
ら
ゆ
る
政
策
の
実
施
の
窓
口
で
あ

っ
た
。
宗
教
改
革
に
お
い
て
も
、
司
祭
を
通
じ
て
そ
の
時
々
の
公
的
な
教
義
が
教
化
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
国
王
へ
の
服
従
の
義
務

（

4
）
 

が
説
か
れ
た
。
当
然
、
教
区
司
祭
は
教
区
民
の
模
範
と
な
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
教
区
教
会
は
教
区
民
監
視
の
有
効

（

5
）
 

な
手
段
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
メ
ア
リ
時
代
の
女
性
の
亡
命
者
が
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。



（

6
）
 

「
そ
の
頃
、
非
常
に
き
び
し
い
布
告
が
出
て
、
全
て
の
者
に
教
会
へ
行
き
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
や
り
方
で
秘
跡
を
受
け
る
よ
う
に
命
じ

た
。
こ
の
布
告
の
後
、
我
々
は
も
は
や
〔
ロ
ン
ド
ン
の
〕
家
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
：
：
：
我
々
が
ア
ン
ト
ワ
l
プ
が
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
よ
り
も
安
全
で
あ
る
と
考
え
た
の
は
：
：
：
そ
こ
に
は
教
区
教
会
が
な
く
：
：
：
誰
が
教
会
へ
来
て
、
誰
が
来
な
い
の
か
と
・
い

（

7
J
 

う
こ
と
が
簡
単
に
は
知
ら
れ
得
な
か
っ
た
の
で
す
J
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異
端
を
見
つ
け
出
す
に
も
、
新
し
い
教
義
を
教
化
す
る
に
も
、
教
区
教
会
を
把
握
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
も

ち
ろ
ん
、

カ
ト
リ
ッ
ク
復
活
を
目
指
し
た
メ
ア
リ
や
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
プ
l
ル
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
プ
ー
ル
の
考
え
た
カ
ト
リ

ツ
ク
復
活
の
基
本
要
件
は
、

一
五
五
五
年
に
聖
職
者
会
議
に
・
お
い
て
彼
が
示
し
た
改
革
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
う
か
が
え
る
。
す
な
わ
ち
、
全

て
の
司
牧
者
は
そ
の
会
衆
の
所
に
存
在
す
べ
き
で
、
不
在
任
者
は
厳
罰
に
処
し
、
複
数
の
禄
を
兼
任
す
る
者
は
直
ち
に
ひ
と
つ
の
禄
に

自
制
す
べ
き
で
あ
る
。
全
て
の
司
祭
は
、
そ
の
会
衆
を
信
仰
の
原
則
に
従
っ
て
教
育
し
、
説
教
の
義
務
を
果
た
し
、
慈
善
や
教
育
の
た
め

シ

モ

ニ

ア

に
そ
の
収
入
の
大
部
分
を
用
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
未
婚
で
あ
る
べ
き
で
、
「
聖
職
売
買
の
大
罪
」
に
は
厳
罰
が
必
要
で
あ
る
、

毛
村
V

当
然
、
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
に
は
、
し
か
る
べ
き
聖
職
者
と
健
全
な
教
会
組
織
が
前
提
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に

は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、

一
五
五
四
年
の
布
告
に
よ
っ
て
「
全
て
の
主
教
及
び
他
の
全
て
の

〔
教
会
に
関
わ
る
〕
人
々
は
、
全
て
の
禄
を

受
け
た
る
教
区
の
教
区
民
と
共
に
命
令
及
び
監
督
に
従
い
、
そ
の
任
地
に
・
お
い
て
、
司
祭
は
礼
拝
の
た
め
に
担
当
教
区
を
修
復
L
i－－－

（

9）
 

教
会
で
常
に
挙
行
さ
れ
る
べ
き
賞
讃
す
べ
き
真
の
儀
式
が
、
以
後
恒
常
的
に
挙
行
さ
れ
る
よ
う
に
」
と
命
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ヵ

エ
ド
ワ
ー
ド
時
代
ま
で
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
さ
れ
た
教
会
を
旧
状
に
戻
す
必
要
が
あ
っ
た
。

ト
リ
ッ
ク
礼
拝
復
活
の
た
め
に
、

二
0
年
間
も
の
ロ

l
マ
と
の
断
絶
の
後
に
、

ロ
ー
マ
の
権
戚
を
再
確
立
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
「
復
活
」
と
い
う
よ
り
も
、

47 

新
た
な
「
改
革
」
で
あ
り
、

か
な
り
の
困
難
を
伴
な
う
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
困
難
を
克
服
す
る
た
め
に
も
健
全
な
教
会
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組
織
、
し
か
る
べ
き
聖
職
者
の
存
在
が
プ
l
ル
の
改
革
の
柱
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
改
革
を
受
け
入
れ
、

カ
ト
リ
ッ
ク
信

仰
へ
の
積
極
的
な
恭
順
を
示
す
教
区
民
も
ま
た
必
要
で
あ
っ
た
と
き
守
え
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、

メ
ア
リ
即
位
以
前
に
教
会
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
宗
教
改
革
は
常
に
経

済
的
な
問
題
を
教
会
に
押
し
つ
け
て
き
た
。
そ
も
そ
も
、

へ
ン
リ
l
八
世
の
改
革
の
動
機
の
ひ
と
つ
は
教
会
財
産
の
没
収
と
い
う
経
済

的
要
因
で
あ
っ
た
し
、
教
区
教
会
レ
ベ
ル
で
も
、
教
義
の
変
更
に
従
っ
て
礼
拝
の
あ
り
方
が
変
わ
る
毎
に
、
教
会
内
部
の
装
飾
や
礼
拝

用
具
を
変
え
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
費
用
が
教
区
の
負
担
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、

エ
ド
ワ
ー
ド
六
世
の
下
で
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
化
の
進
行
は
、
教
会
の
様
相
を
一
変
さ
せ
た
。
聖
像
、
祭
壇
、

ル
l
ド
・
ロ
フ
ト
、
壁
画
な
ど
が
撤
去
さ
れ
、
壁
画
を
除
去

し
た
後
の
壁
は
白
く
塗
ら
れ
、
そ
の
上
に
聖
書
の
言
葉
が
書
か
れ
た
。
ブ
リ
ス
ト
ル
の
聖
メ
ア
リ
・
ラ
ド
ク
リ
フ
教
会
で
は
こ
の
過
程

（
日
）

で
八
ポ
ン
ド
以
上
の
出
資
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
撤
去
さ
れ
た
も
の
に
代
わ
っ
て
、
聖
卓
、
聖
卓
布
、
新
た
な
祈
祷
書
、

エ
ラ
ス
ム
ス

の
聖
書
註
釈
な
ど
を
購
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
以
上
に
、
国
王
に
よ
る
教
会
財
産
の
没
収
が
、

カ
ト
リ
ッ
ク
的
残
浮
払
拭
の
名
の
下
に
、

一
五
四
七
年
の
寄
進
礼
拝
堂
解
散
を

経
て
、

ノ
l
サ
ン
パ
ラ
ン
ド
公
に
よ
る
教
区
教
会
の
財
産
没
収
に
ま
で
至
っ
た
時
、
は
る
か
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

当
時
の
教
会
は
、
中
世
以
来
の
長
年
に
亘
る
教
区
民
か
ら
の
寄
進
に
よ
っ
て
、
数
多
く
の
宝
石
類
や
高
価
な
礼
拝
用
具
を
備
え
て
い
る

所
も
多
く
、
し
ば
し
ば
、
そ
れ
は
「
地
方
の
誇
り
と
自
慢
の
種
」
で
あ
り
、
教
会
は
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
信
仰
の
博
物
館
一
の
よ
う
な

（

日

）

チ

ヤ

リ

ス

パ

テ

ン

ー

も
の
で
す
ら
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
深
刻
な
財
政
難
の
解
消
を
目
的
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
聖
杯
と
聖
町
の
み
を
残
し
て
、
残



（ロ）

り
の
聖
杯
や
聖
皿
、
聖
体
容
器
、
燭
台
、
香
炉
、
高
価
な
祭
服
な
ど
が
、
も
は
や
不
用
の
も
の
と
し
て
没
収
が
命
じ
ら
れ
た
。
没
収
の

ロ
ン
ド
ン
の
：
：
：
全
て
の
教
会
の
橿
の
中
に
し
ま
わ
れ
て
い
た
全
て
の
聖
餐
用
具
や
貨

（日）

幣
が
国
王
陛
下
の
た
め
に
収
用
さ
れ
た
。
そ
れ
に
祭
服
や
コ

i
プ
も
。
そ
れ
ら
は
貨
幣
と
並
ん
で
大
し
た
価
値
の
も
の
で
あ
る
」
と
伝

（弘）

え
て
い
る
。
こ
の
時
ロ
ン
ド
ン
で
は
一
六
二
ポ
ン
ド
の
聖
餐
用
具
が
没
収
さ
れ
た
。
没
収
の
は
な
は
だ
し
い
例
は
ブ
リ
ス
ト
ル
に
も
見

様
子
を
ロ
ン
ド
ン
の
記
録
は
「
五
月
の
初
め
、

テューダー中期における教区教会と民衆

ら
れ
る
。
聖
ニ
コ
ラ
ス
教
会
で
は
、
銀
の
十
字
架
、
銀
食
器
、
香
炉
、
聖
体
容
器
、
聖
像
牌
な
ど
、
銀
で
六
九
四
オ
ン
ス
、
そ
の
他
に

聖
杯
が
七
つ
で
一
七
三
オ
ン
ス
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
全
て
が
奪
わ
れ
、
教
会
に
残
さ
れ
た
の
は
一
番
小
さ
な
一
五
オ
ン
ス
の
聖
杯
ひ
と

つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
聖
ユ

l
イ
ン
教
会
か
ら
は
二
四
九
オ
ン
ス
分
の
礼
拝
用
具
が
奪
わ
れ
、
や
は
り
残
さ
れ
た
の
は
聖
杯
ひ

と
つ
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
プ
リ
ス
ト
ル
の
一
四
教
区
全
体
で
の
没
収
総
額
は
五
二
三
ポ
ン
ド
一

0
シ
リ
ン
グ
八
ペ
ン
ス
に
の
ぼ
っ

（日）た。
没
収
と
は
別
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
の
進
展
に
伴
な
い
、
教
会
財
産
を
売
却
す
る
教
区
も
あ
っ
た
。

ロ
ン
ド
ン
の
聖
ボ
ト
ル
フ
教

会
で
は
、
ー
そ
れ
に
よ
っ
て
六

0
ポ
ン
ド
以
上
の
収
益
を
あ
げ
た
が
、
そ
れ
ら
も
教
区
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
国
王
に
収
奪

（日）

さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
教
会
の
修
理
、
維
持
、
貧
民
救
済
の
費
用
捻
出
の
た
め
に
売
却
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
も
あ
り
、
教
会
財
産
の

（げ）

売
買
を
扱
っ
て
各
地
を
巡
る
商
人
も
存
在
し
た
と
い
う
。

収
奪
は
国
王
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
混
乱
に
乗
じ
て
、
ジ
エ
ン
ト
リ
を
中
心
と
し
た
私
的
な
略
奪
も
横
行
し
た
。

コ二

セ
ッ
ク
ス
の
例
を
示
す
と
、
サ
l
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ス
タ
フ
ォ
ー
ド
な
る
者
は
、
配
下
の
者
を
使
っ
て
何
箇
所
か
の
教
会
か
ら
鐘
を
十

数
個
（
総
計
二
ト
ン
以
上
）
も
奪
っ
た
。
鐘
は
収
奪
の
格
好
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
で
、
他
に
も
何
例
か
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
最
悪
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と
さ
れ
る
の
が
、
ホ
リ
ン
グ
ワ
l
ス
と
い
う
者
で
、
各
地
の
教
会
か
ら
、
し
ろ
め
製
の
器
六

O
個、

一
ガ
ロ
ン
入
り
ポ
ッ
ト
、
焼
き
串
、
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現
金
な
ど
を
奪
い
、
そ
の
上
、
七
頭
の
雌
牛
を
「
国
王
が
・
お
使
い
に
な
る
の
だ
」
と
称
し
て
奪
っ
た
。
ま
た
別
の
所
で
で
も
、

（問）

の
家
畜
（
八
八
シ
リ
ン
グ
で
売
却
）
、
総
額
三
ポ
ン
ド
以
上
の
物
品
を
略
奪
し
て
い
る
。

頭

こ
う
い
っ
た
教
会
財
産
の
収
奪
の
場
合
、
略
奪
者
の
宗
教
的
心
情
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
色
の

強
い
ヨ

i
ク
で
さ
え
も
、
修
道
院
解
散
の
際
に
指
導
的
市
民
は
、
信
条
的
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
の
利
益
の
獲
得
を
た

め
ら
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、

サ
i
・
ジ
ョ
ー
ジ
・
ロ
ウ
ソ
ン
は
「
思
寵
の
巡
礼
L

の
時
に
は
蜂
起
を
支
持
し
、
近
隣
の
小
修

道
院
と
協
力
す
る
が
、

一
度
そ
れ
が
解
散
さ
れ
る
や
、
す
ぐ
に
そ
の
修
道
院
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
。
同
僚
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
を
持

（日）

つ
市
参
事
会
員
達
も
、
同
様
に
ヨ

l
ク
周
辺
の
修
道
院
の
土
地
を
次
々
と
買
い
取
っ
て
い
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
宗
教
的
心
情
に
基

い
て
修
道
院
解
散
を
遺
憾
に
思
う
こ
と
と
、
土
地
の
獲
得
と
は
別
の
次
元
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

メ
ア
リ
時
代
に
女
王
の
下
で

働
い
た
者
で
も
同
様
で
、
異
端
追
及
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
リ
チ
ャ

l
ド
・
リ
ッ
チ
は
、

エ
セ
ッ
ク
ス
だ
け
で
五
五

0
0ポ
ン
ド
も
の

土
地
を
入
手
し
た
し
、
同
じ
く
二

0
0
0ポ
ン
ド
以
上
投
資
し
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ピ

l
タ

l
は、

（初）

実
に
自
分
の
所
有
と
す
る
た
め
に
心
を
砕
い
て
い
る
。

メ
ア
リ
即
位
後
も
そ
の
購
入
地
を
確

こ
う
い
っ
た
彼
ら
の
心
情
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
が
、

ヨ
ー
ク
シ
ャ
の
司
祭
マ
イ
ケ
ル
・
シ
ャ
ー
プ
ル
ッ
ク
の
父
親
で
あ
る
。
彼
は

仲
間
と
一
緒
に
近
在
の
修
道
院
か
ら
材
木
を
奪
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

マ
イ
ケ
ル
の
述
べ
る
所
で
は
「
（
父
に
修
道
士
や
修
道
院
を

良
い
も
の
だ
と
思
う
か
と
尋
ね
る
と
）
良
い
と
思
っ
て
い
る
さ
。
そ
う
で
な
い
理
由
は
な
い
か
ら
な
、
と
父
は
言
っ
た
。
そ
れ
で
は
父

さ
ん
が
良
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
壊
し
て
う
ま
い
汁
を
吸
お
う
と
し
た
の
は
ど
う
い
う
訳
で
す
、
と
私
は
尋
ね
た
。
父
が
言
う
に
は
、

わ
し
は
何
を
す
べ
き
だ
っ
た
と
言
う
の
だ
。
他
の
者
と
一
緒
に
修
道
院
が
壊
さ
れ
た
後
に
何
か
利
益
を
得
ょ
う
と
し
て
は
い
け
な
か
っ

た
の
か
い
。
わ
し
が
取
ら
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
全
て
の
物
が
運
び
去
ら
れ
て
し
ま
う
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ぞ
。



（幻）

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
他
人
が
す
る
よ
う
に
わ
し
も
や
っ
た
だ
け
で
は
な
い
か
。
」

こ
の
よ
う
な
俗
人
の
態
度
が
後
に
プ
l
ル
を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四

テューダー中期における教区教会と民衆

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
収
奪
政
策
に
対
し
て
何
の
抵
抗
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
最
近
、
従
来
考
え
ら
れ

（忽）

て
き
た
以
上
の
抵
抗
感
が
教
区
民
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
国
王
側
の
政
策
に
反
発
を
感
む
た
教
区
で
は
、
没
収
さ
れ
る

前
に
自
ら
売
却
し
て
し
ま
っ
た
り
、
ま
た
礼
持
用
具
の

「
保
管
」
の
た
め
に
、
信
頼
で
き
る
人
間
に
形
式
的
に
売
却
し
た
り
、
ま
た
秘

か
に
隠
蔽
し
て
国
王
側
の
収
奪
の
手
を
逃
れ
た
り
、
様
々
な
手
段
を
構
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
対
応
は
個
々
散
発
的
で
、
受

動
的
、
消
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
国
王
側
の
政
策
全
体
を
ゆ
る
が
す
程
の
運
動
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

当
然
、

メ
ア
リ
時
代
の
俗
人
も
、
従
来
の
殉
教
者
、
亡
命
者
、
地
下
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
組
織
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
は
捉
え
き
れ

な
い
複
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
多
く
の
史
家
が
反
カ
ト
リ
ッ
ク
的
雰
囲
気
の
下
に
描
く
ロ
ン
ド
ン
で
も
、

カ
ト
リ
ッ
ク
礼
拝

に
反
対
す
る
騒
動
が
起
き
た
り
、

一
五
五
四
年
に
な
っ
て
も
三

O
も
の
教
区
で
ミ
サ
や
ラ
テ
ン
語
礼
拝
が
行
わ
れ
て
い
な
い
反
面
、
ジ

エ
イ
ン
・
グ
レ
イ
へ
の
支
持
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
熱
烈
な
メ
ア
リ
歓
迎
が
あ
り
、

メ
ア
リ
即
佐
の
直
後
に
は
、
未
だ
正
式
に
導
入
さ
れ

て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
的
配
慮
も
あ
っ
た
に
せ
よ
、
自
発
的
に
各
地
区
に
カ
ト
リ
ッ
ク
礼
拝
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
と
い
う

（お）

カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
？
る
も
の
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
も
の
が
共
存
し
て
い
る
都
市
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
ロ
ラ
l
ド

よ
う
に
、
伝
統
的
、

運
動
の
中
心
で
あ
っ
た
プ
リ
ス
ト
ル
で
も
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
説
教
師
ロ
ジ
ャ

l
・
エ
ッ
ジ
ワ
l
ス
が
述
べ
た
よ
う
に
「
あ
な
た
方
の
中
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で
、
あ
る
者
は
ミ
サ
を
聞
こ
う
と
し
、
あ
る
者
は
そ
う
思
っ
て
い
な
い
。
あ
る
者
は
告
解
を
し
よ
う
と
す
る
が
、
あ
る
者
は
し
よ
う
と
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し
な
い
：
：
：
あ
る
者
は
死
者
の
た
め
に
祈
ろ
う
と
し
、
ま
た
あ
る
者
は
し
よ
う
と
し
な
い
。
私
は
あ
な
た
方
の
中
に
こ
の
よ
う
な
不
和

（

M
）
 

を
数
多
く
聞
く
の
で
す
」
と
い
っ
た
様
子
で
あ
っ
た
し
、
メ
ア
リ
時
代
に
多
く
の
殉
教
者
を
出
し
た
コ
ル
チ
ェ
ス
タ
ー
で
さ
え
も
、
メ

（お）

ア
リ
が
ジ
ェ
イ
ン
・
グ
レ
イ
に
対
抗
し
て
即
住
宣
言
を
し
た
時
に
は
、
支
援
物
資
を
メ
ア
リ
に
送
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
各

地
と
も
カ
ト
リ
ッ
ク
復
活
へ
の
ま
と
ま
っ
た
形
で
の
反
抗
は
少
な
か
っ
た
。
内
部
に
二
派
の
分
裂
を
抱
え
た
ブ
リ
ス
ト
ル
に
お
い
て
も
、

記
録
に
残
る
よ
う
な
抗
議
運
動
は
な
く
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
商
人
層
や
富
裕
市
民
も
メ
ア
リ
に

（お）

服
し
た
。
教
会
へ
の
出
席
を
怠
っ
て
消
極
的
反
抗
を
示
す
者
も
い
た
が
、
枢
密
院
に
と
が
め
ら
れ
る
と
す
ぐ
に
命
に
服
し
た
。
た
だ
、

あ
る
市
民
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
信
仰
と
ミ
サ
出
席
の
聞
で
悩
み
、
遂
に
七
歳
の
我
が
子
を
連
れ
て
入
水
自
殺
を
と
げ
た
と
い
う
い
た
ま

（幻）

し
い
例
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
全
体
的
に
は
教
区
民
間
の
分
裂
は
、
よ
り
大
き
な
反
抗
運
動
や
蜂
起
に
至
る
こ
と
は
稀
で
、
そ
の
地
域
社
会
を
完
全
に
分

（お）

裂
さ
せ
、
麻
庫
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
不
満
が
蜂
起
と
い
う
形
を
と
り
に
く
か
っ
た
の
は
、
そ

の
指
導
的
立
場
に
つ
く
べ
き
貴
族
、
ジ
エ
ン
ト
リ
や
指
導
的
市
民
が
国
王
へ
の
服
従
を
選
ん
だ
こ
と
が
原
因
で
あ
っ
た
。
先
に
も
触
れ

た
よ
う
に
、
ジ
エ
ン
ト
リ
達
は
改
革
の
過
程
で
利
益
を
得
て
い
た
し
、
都
市
民
も
反
乱
に
よ
る
混
乱
が
経
済
的
不
利
益
を
も
た
ら
す
こ

と
を
恐
れ
た
。
そ
の
上
、
服
従
の
義
務
の
観
念
が
彼
ら
を
捉
え
て
い
た
。
こ
の
服
従
の
義
務
の
理
念
は
、
宗
教
改
革
を
国
家
主
導
で
進

め
て
ゆ
く
上
で
必
要
な
人
々
の
服
従
を
得
る
た
め
に
、
常
に
、
様
々
な
手
段
を
用
い
て
国
王
側
か
ら
説
か
れ
続
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、

（却）

人
々
の
行
動
を
規
制
す
る
「
棚
」
と
し
て
か
な
り
有
効
に
機
能
し
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
服
従
論
に
阻
ま
れ

て
、
抵
抗
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
ち
得
な
か
っ
た
反
抗
運
動
は
、
こ
う
い
っ
た
指
導
者
が
服
従
に
転
ず
る
や
否
や
崩
壊
へ
と
向
わ
ざ
る

（初）

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
教
区
の
教
会
委
員
に
選
ば
れ
た
の
が
、
多
く
は
上
層
市
民
で
あ
り
、
そ
の
地
域
社
会
の
有
力
者
で



（担）

あ
っ
た
と
思
わ
れ
、
当
然
、
そ
の
各
時
期
の
宗
教
政
策
へ
の
対
応
も
消
極
的
な
も
の
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。

五

一
五
五
三
年
の
メ
ア
リ
の
即
位
は
事
態
を
一
八

O
度
転
換
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
カ
ト
リ
ッ
ク
復
活
を
喜
ぶ
に
せ
よ
、
悲
し
む
に
せ

テューダー中期における教区教会と民衆

ょ
、
再
び
教
会
の
改
修
費
が
必
要
と
な
っ
た
。
没
収
、
売
却
な
ど
で
失
な
わ
れ
た
礼
拝
用
具
を
再
び
揃
え
、
祭
壇
を
再
建
し
、
白
塗
り

に
さ
れ
聖
書
の
言
葉
が
記
さ
れ
た
壁
を
も
と
の
壁
画
に
戻
さ
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
後
で
も
触
れ
る
よ
う
に
、

か
っ
て

略
奪
さ
れ
た
物
品
の
回
収
は
困
難
を
極
め
、
以
前
に
撤
去
し
た
も
の
の
再
利
用
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
新
規
購
入
を
意
味
し
た
の
で

あ
る
。
プ
リ
ス
ト
ル
の
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
で
は
、
書
籍
代
だ
け
で
七
ポ
ン
ド
以
上
、
そ
の
他
ル

l
ド
・
ロ
フ
ト
再
建
に
一

O
ポ

ン
ド
も
の
支
出
と
な
っ
て
い
る
。

エ
ク
セ
タ
l
の
聖
ベ
ト
ロ
ッ
ク
教
会
で
も
ル

I
ド
・
ロ
フ
ト
再
建
に
一

0
ポ
ン
ド
要
し
て
い
る
が
、

そ
の
費
用
の
捻
出
の
た
め
に
教
区
民
が
寄
付
金
を
出
し
て
い
る
。
（
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
ル

l
ド
・
ロ
フ
ト
は
数
年
後
に
は
エ
リ
ザ
ベ
ス

（お）

の
即
位
に
よ
っ
て
再
び
撤
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
J

た
だ
、
こ
の
際
、
再
利
用
で
き
る
設
備
を
ど
れ
だ
け
維
持
し
て
い

た
か
、
あ
る
い
は
購
入
品
の
質
の
相
異
等
に
よ
っ
て
教
区
毎
に
支
出
額
に
は
幅
が
あ
っ
た
。
同
ヒ
プ
リ
ス
ト
ル
で
も
聖
ヨ
ハ
、
不
教
会
で

は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
教
区
民
が
礼
拝
用
具
を
隠
し
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
総
額
一
三
ポ
ン
ド
一
一
シ
リ
ン
グ
四

オ
ー
ル
・
セ
イ
ン
ツ
教
会
で
は
、
高
価
な
祭
服
を
購
入
し
た
せ
い
も
あ
っ
て
、
三
一
ポ
ン
ド
八
シ
リ
ン
グ
八
ベ

ン
ス
も
の
出
費
と
な
っ
情

ペ
ン
ス
で
あ
っ
た
が
、

こ
れ
程
の
金
額
を
支
出
し
得
た
の
は
、

お
そ
ら
く
ブ
リ
ス
ト
ル
が
裕
福
な
都
市
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
も
っ
と
貧
し
い
教
区
で
は
、
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公
私
に
わ
た
る
収
奪
を
受
け
た
上
に
、
短
期
間
に
何
度
も
多
額
の
出
費
を
強
い
ら
れ
た
こ
と
が
、
教
区
民
の
聞
に
乳
蝶
を
引
き
起
こ
す
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こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
の
興
味
深
い
例
が
ヨ

l
ク
シ
ャ
に
あ
る
。

ヨ
ー
ク
効
外
の
イ
i
ジ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ド
の
教
会
委
員
達
が
、
隣
村
の

ラ
ス
ケ
ル
の
住
民
に
対
し
教
会
整
備
の
費
用
の
一
部
負
担
を
求
め
た
訴
え
の
主
教
裁
判
所
の
記
録
で
あ
る
。

「イ

i
ジ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ド
の
教
区
教
会
の
教
会
委
員
た
る
ウ
ム
フ
レ
イ
・
ス
テ
イ
ブ
リ
、
ト
マ
ス
・
ト
レ
ウ
イ
ッ
ト
、
ト
マ
ス
・
リ

ー
ス
レ
イ
及
、
び
ジ
ョ
ー
ジ
・
テ
ュ
ー
に
よ
り
、
現
在
の
女
王
陛
下
の
即
位
以
降
、
す
な
わ
ち
、
女
王
の
治
世
第
一
、
二
、
三
年
の
同

教
会
の
修
理
及
び
礼
拝
用
具
に
要
さ
れ
た
費
用
。
こ
の
費
用
に
対
し
て
イ
l
ジ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ド
の
住
民
は
、
ラ
ス
ケ
ル
の
住
民
が
イ

i
ジ
ン
グ
ウ
ォ
ル
ド
の
住
民
と
同
じ
よ
う
に
負
担
者
と
な
る
こ
と
を
切
に
望
ん
で
い
る
J

以
下
、
支
出
項
目
の
表
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、

ガ
ラ
ス
窓
の
修
理
、
ミ
サ
本
等
の
購
入
、
鐘
の
修
理
、
祭
服
購
入
、

お
そ
ら
く
壁
の

聖
書
の
文
句
を
白
塗
り
す
る
た
め
の
石
灰
、
祭
壇
再
建
、
オ
ル
ガ
ン
修
理
か
ら
器
具
や
祭
服
の
洗
濯
代
に
至
る
ま
で
、
支
払
い
先
の
名

（泌）

前
ま
で
こ
と
細
か
く
記
さ
れ
て
い
る
。
丸
二
年
間
の
支
出
総
額
は
一

0
ポ
ン
ド
弱
で
、
ブ
リ
ス
ト
ル
に
比
べ
て
少
額
で
は
あ
る
が
、
こ

れ
だ
け
で
も
隣
り
合
う
村
の
住
民
達
の
聞
に
不
和
が
生
じ
た
訳
で
あ
る
。
実
際
、
教
会
の
再
整
備
が
か
な
り
の
負
担
で
、
国
王
側
の
要

求
通
り
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

一
五
五
五
年
に
ノ
リ
ッ
ヂ
市
の
一
七
教
区
の
教
会
委
員
が
主
教
裁
判
所
に
呼
び
出
さ

れ
、
必
要
な
礼
拝
用
具
の
準
備
が
で
き
る
か
、
壁
の
聖
書
の
文
句
を
消
せ
る
か
と
尋
ね
ら
れ
た
時
、
可
能
で
あ
る
と
答
え
た
の
は
五
教

（お）

区
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
加
え
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
時
代
に
礼
拝
用
具
を
売
却
し
て
六

0
ポ
ン
ド
の
収
益
を
あ
げ
た
ロ
ン
ド

ン
の
聖
ボ
ト
ル
フ
教
会
で
も
、
そ
の
収
益
を
国
王
に
収
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
で
は
、
記
録
に
残
る
限
り
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
復
活
に
際

（お）

し
て
五
ポ
ン
ド
程
の
支
出
を
し
て
い
る
に
す
、
ぎ
な
い
。
こ
れ
で
は
旧
状
に
復
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
前
の
治
世
の
購

入
の
支
払
い
が
次
の
治
世
ま
で
残
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

エ
ク
セ
タ
l
の
聖
ベ
ト
ロ
ッ
ク
教
会
で
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
に
な
っ
て
も
、

（幻）

メ
ア
リ
時
代
に
購
入
し
、
も
は
や
不
用
と
な
っ
た
ロ
ウ
ソ
ク
代
を
支
払
っ
て
い
る
。



一
五
五
六
年
五
月

（お）

か
ら
七
月
に
か
け
て
プ
l
ル
の
命
に
よ
り
、
主
教
ホ
ワ
イ
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
リ
ン
カ
ン
主
教
区
の
巡
察
の
報
告
で
あ
る
。
こ
の
巡

（お）

察
は
全
部
で
二
三
八
教
区
を
巡
り
、
そ
の
範
囲
も
ほ
ぼ
主
教
区
全
体
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
。
そ
の
調
査
内
容
を
ま
と
め
た
の
が
別
表
で

こ
の
よ
う
な
混
乱
を
経
て
、

メ
ア
リ
時
代
の
教
会
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
か
を
示
し
て
く
れ
る
史
料
が
、

あ
る
。
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
顧
著
な
問
題
点
は
、

メ
ア
リ
即
住
後
三
年
を
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
陣
や
教
会
施
設
が

テューダー中期における教区教会と民衆

荒
廃
し
て
い
る
教
区
が
極
め
て
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
調
査
さ
れ
た
教
会
の
ほ
ぼ
六
割
ほ
ど
が
何
等
か
の
形
で
修
復
を
必
要
と
し

て
い
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
四
割
に
あ
た
る
六
三
教
区
が
プ
l
ル
自
身
が
所
有
し
た
り
、
パ
ト
ロ
ン
で
あ
っ

た
り
し
て
彼
の
管
理
下
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
む
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
リ
ン
カ
ン
主
教
の
管
理
下
に
あ
っ
た
も

の
の
多
さ
も
目
を
引
く
。
彼
ら
自
身
、
教
会
改
革
を
目
指
し
な
が
ら
そ
の
膝
下
の
教
会
が
こ
の
有
様
で
あ
っ
た
と
は
皮
肉
で
あ
り
、
ま

た
、
プ
l
ル
が
そ
の
修
理
の
た
め
に
金
を
与
え
た
と
い
う
記
録
は
わ
ず
か
一
例
し
か
な
く
、
そ
の
改
善
の
困
難
さ
を
も
十
分
に
う
か
が

わ
せ
る
。
し
か
し
、
リ
ン
カ
ン
の
史
料
で
は
教
会
の
荒
廃
の
存
在
は
知
り
得
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
窓
口

g
g
z
c
S
2
0て
芯
由
主

と
い
っ
た
簡
単
な
記
載
で
、
よ
り
具
体
的
な
内
容
に
触
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

一
五
五
七
年
に

ヨユロ
O
阻
己
自
・
ヨ

叫が恥一
E
Y
l
プ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
主
教
区
の
二
四
三
教
区
を
巡
っ
た
巡
察
が
、
よ
り
詳
し
い
内
容
を

伝
え
て
く
れ
る
。
調
査
し
た
全
て
の
教
会
で
ミ
サ
祭
服
や
祭
壇
用
の
絹
の
掛
け
布
が
整
っ
て
お
ら
ず
、
四
七
の
教
会
が
祭
壇
す
ら
持
た

な
い
状
態
で
、
九

O
の
教
会
で
副
祭
壇
を
欠
い
て
い
た
。
六

O
の
教
会
で
祭
壇
の
十
字
架
が
な
く
、
四
三
の
教
会
で
祭
壇
の
燭
台
す

55 

ら
な
か
っ
た
。
聖
杯
や
聖
皿
さ
え
な
い
教
会
が
各
々
ニ
四
、
三
五
も
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
聖
水
盤
の
な
い
教
会
四
五
、
十
字
架
キ
リ
ス

（

M
W）
 

ト
像
の
な
い
教
会
二
二
、
礼
拝
用
書
籍
の
な
い
教
会
六
一
、
等
々
、
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
か
つ
て
の
ク
ラ
ン
マ

l
の
膝
下
と
は
い

え
、
プ
ー
ル
の
直
轄
管
区
が
治
世
半
ば
を
過
、
ぎ
て
こ
の
有
様
で
あ
っ
た
。
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表・ 1556年のリンカン主教区巡察記録

、‘，
e
J

a
u
q
o
q
δ
 

（管理責任者）

プール

リンカン主教

国王・女王

俗人

その他教会関係者

不明

プール

国王・女王

リッチフィールド主教

俗人

不明

lプール
10 4 l’ 

l俗人

｛服従者

9名 j（内、聖務機能回復者

l逃亡者

3件

4名

1 4 

教会関係I 

151教区内陣・教会施設の荒廃

'2:1 4 

8 

司祭が欠員

（収入の乏しさのために

欠員である教区

不在任

全員服従

服従、侮俊

妻帯聖職者

聖職売買

告解を受けずに聖餐を与えた司祭

四句節に肉食した司祭

n習
の
，
“
司
i
η
O
唱

i

全員服従・侮俊

4 

1 

r n!i従者

12名i海外逃亡

l火刑

4 ｛服従,, j 

l逃亡
3,, 

3,, 

4,, 

10,, 

2,, 

5 j服従,, l 

1逃亡

1H牛
3 ,, 

7 ,, 

8,, 

全員服従・離婚

俗人関係n 

告解・化体説等の否定

カトリック的儀式批判

「宗教的理由」による逃亡

ロウソクの奉献拒否

行列への不参加

四旬節の肉食

祭日の労働

教会不出席

教会財産の私用・収奪・破壊

元修道女との結婚

姦通

私生児出産



こ
う
い
っ
た
回
復
の
遅
れ
は
、
先
に
没
収
、
略
奪
さ
れ
た
教
会
財
産
の
回
収
の
困
難
さ
に
よ
っ
て
も
助
長
さ
れ
た
。
リ
ン
カ
ン
の
記

録
で
も
、
個
人
に
よ
る
取
得
や
教
区
ぐ
る
み
で
の
教
会
財
産
売
却
で
あ
っ
た
り
、
ジ
エ
ン
ト
リ
に
よ
る
買
収
、
略
奪
や
占
有
、
等
々
が

う
か
が
え
る
が
、
こ
の
間
題
は
単
に
教
区
教
会
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
プ
ー
ル
の
カ
ト
リ
ッ
ク
復
活
の
企
て
を
根
底
か

テューダー中期における教区教会と民衆

ロ
ー
マ
と
の
和
解
や
異
端
法
の
復
活
と
い
っ
た
政
策
を
可
能
に
す
る
に
は
、
へ
ン
リ

（
位
）

l
時
代
以
来
俗
人
の
手
に
渡
っ
た
修
道
院
財
産
等
の
返
却
を
求
め
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
が
必
須
の
条
件
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
宗
教

ら
揺
る
が
す
大
き
な
政
治
的
問
題
で
も
あ
っ
た
。

的
に
保
守
的
な
者
で
あ
っ
て
も
、
大
は
元
修
道
院
領
か
ら
小
は
教
区
教
会
の
礼
拝
用
具
に
至
る
ま
で
、
ひ
と
た
び
手
に
し
た
利
益
を
手

離
す
の
を
拒
否
し
た
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
リ
ン
カ
ン
で
も
教
会
財
産
に
関
す
る
訴
え
一
一
件
の
う
ち
、
返
却
し
た
と

明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
一
名
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、

レ
ク
ト
リ
ー
を
買
収
し
た
俗
人
は
、
当
然
そ
こ
か
ら
の
収
益
を
期
待
し
て
い
た
た

め
、
そ
の
教
会
の
整
備
は
意
に
介
さ
な
い
傾
向
が
強
か
っ
た
。
リ
ン
カ
ン
で
も
、
内
陣
も
墓
所
も
荒
れ
、
礼
拝
用
具
す
ら
な
か
っ
た
ピ

レ
ス
デ
ン
教
区
や
、
荒
廃
し
て
け
も
の
が
俳
個
し
て
い
た
ノ

l
ト
ン
教
区
の
よ
う
に
、
俗
人
に
よ
っ
て
買
収
さ
れ
た
教
会
の
ほ
と
ん
ど

が
荒
廃
し
て
い
た
。

結
局
、
リ
ン
カ
ン
主
教
区
で
は
、
こ
の
巡
察
記
録
で
も
「
修
理
が
な
さ
れ
た
」
と
い
う
記
載
の
あ
る
も
の
は
七
件
に
す
ぎ
な
い
よ
う

に
、
か
な
り
の
教
区
が
メ
ア
リ
時
代
を
通
ピ
て
何
ひ
と
つ
礼
拝
用
具
を
持
た
な
い
ま
ま
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
を
迎
え
た
し
、
ま
た
墓
石
を

（
位
）

祭
壇
に
利
用
し
た
教
会
す
ら
あ
っ
た
こ
と
が
後
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
い
く
ら
人
々
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
礼
拝
に
従
お
う
と

し
で
も
、

か
つ
て
の
姿
を
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
教
会
の
整
備
こ
そ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
復
活
の
必
要

条
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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次
に
問
題
と
な
る
の
が
、
欠
員
で
あ
っ
た
り
、
不
在
任
で
あ
っ
た
り
し
て
、
聖
務
を
行
う
者
が
い
な
い
教
区
が
か
な
り
の
数
に
の
ぼ



58 

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
こ
で
も
、
欠
員
教
区
の
う
ち
、
三
分
の
一
以
上
に
あ
た
る
一

O
教
区
が
プ
l
ル
の
管
理
下
の
教
会

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
間
題
は
単
に
パ
ト
ロ
ネ
ジ
保
有
者
の
怠
慢
か
ら
の
み
生
ず
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
禄
自
体
の
貧
弱
さ
か

ら
、
誰
も
そ
の
禄
を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
ず
、
何
年
も
欠
員
の
ま
ま
放
置
さ
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
リ
ン
カ
ン
で
も
欠

員
の
三
分
の
一
の
一

O
件
ま
で
が
、
そ
の
収
入
の
乏
し
さ
を
理
由
に
あ
げ
て
い
る
。
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
シ
ャ
の
ダ
ン
ト
ン
教
区
で
は
、
そ

キ
ュ
ア
レ
イ
ト

の
貧
し
さ
故
に
牧
師
補
す
ら
雇
一
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
も
こ
の
点
で
も
、

一
O
件
の
う
ち
五
つ
が
プ

i
ル
の
管
理
下
に
あ
り
、

単
に
皮
肉
と
ば
か
り
言
え
な
い
、
彼
の
抱
え
た
問
題
の
根
の
深
さ
と
そ
の
解
決
の
困
難
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
。
あ
と
の
五
つ
は
俗
人
の

ヴ
ィ
カ

手
に
あ
っ
た
が
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
俗
人
は
そ
こ
か
ら
自
ら
の
利
益
を
得
よ
う
と
し
た
た
め
、
教
区
司
祭
へ
ま
わ
す
給
与
は
わ

（必）

ず
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
欠
員
と
な
ら
な
く
と
も
、
そ
の
収
入
の
乏
し
さ
や
荒
廃
の
た

め
に
、
十
分
な
聖
務
が
行
え
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
教
区
も
あ
っ
た
。
こ
の
禄
の
貧
し
さ
と
い
う
問
題
は
、
急
激
な
イ
ン
フ
レ
の

時
期
と
重
な
る
こ
と
に
よ
り
、
経
済
状
態
が
悪
化
し
た
小
額
の
聖
職
禄
受
領
者
や
面
定
給
の
教
区
司
祭
に
、
生
活
維
持
の
た
め
に
兼
任

（必）

を
余
儀
な
く
さ
せ
、
不
在
任
を
新
た
に
生
み
出
す
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
欠
員
を
改
善
し
得
な
か
っ
た

第
一
の
原
因
は
、
お
そ
ら
く
、
宗
教
改
革
の
開
始
と
共
に
顕
著
と
な
り
、
当
時
慢
性
化
し
て
い
た
聖
職
者
の
絶
対
的
な
不
足
で
あ
っ
た

（必）

だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
し
か
る
べ
き
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
不
在
と
い
う
こ
と
も
問
題
の
解
決
を
よ
り
困
難
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

シ

モ

ニ

ア

こ
の
他
、
ま
だ
妻
帯
を
続
け
て
い
た
聖
職
者
、
聖
務
息
慢
、
聖
職
売
買
、
等
々
、
聖
職
者
を
め
ぐ
る
問
題
が
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い

い
ず
れ
を
と
っ
て
も
プ

l
ル
の
理
想
と
は
程
遠
い
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
彼
は
「
ヘ
ラ
ク
レ
ス
の
よ
う
な

（必）

仕
事
」
に
直
面
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

る
が
、教

区
民
の
方
ヘ
目
を
向
け
て
み
る
と
、

こ
の
時
代
に
よ
く
見
ら
れ
た
問
題
が
並
ん
で
い
る
。
化
体
説
や
告
解
の
意
義
を
否
定
す
る
者
、



ロ
ウ
ソ
ク
の
奉
献
を
拒
否
す
る
者
、
教
会
財
産
の
収
得
、
元
修
道
女
と
の
結
婚
（
修
道
院
解
散
後
に
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
メ
ア
リ
時

代
に
な
っ
て
不
法
な
も
の
と
さ
れ
た
）
「
姦
通
、
等
々
で
あ
る
。
ま
た
、
教
会
内
で
牛
を
飼
育
し
て
い
た
者
が
告
発
さ
れ
て
い
る
が
、
教

会
の
荒
廃
ぷ
り
と
俗
人
に
よ
る
教
会
占
有
の
様
子
が
う
か
が
え
て
興
味
深
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
摘
発
さ
れ
た
者
の
ほ
と
ん
ど
が
国

王
側
に
服
従
し
て
い
る
点
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
次
の
日
曜
日
に
、
祭
壇
の
前
で
公
に
教
区
民
の
面
前
で
、
秘
密
告
解
を
為
す
」

テューダー中期おける教区教会と民衆

よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
ま
た
「
市
場
で
、
手
に
ロ
ウ
ソ
ク
を
持
ち
、
素
足
で
、
帽
子
を
か
ぶ
ら
ず
に
侮
俊
の
意
を
表
明
」
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
服
従
的
態
度
こ
そ
が
、
そ
の
前
後
の
国
王
達
と
同
様
に
、
プ
ー
ル
も
求
め
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
人
々
に
求
め
得
た
限
界
で
も

あ
っ
た
。
そ
れ
以
上
は
心
中
に
秘
め
た
良
心
の
領
域
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
プ
l
ル
を
は
ピ
め
と
す
る
い
わ
ゆ
る
「
迫
害
者
」
達
が
、

（幻）

必
ず
し
も
迫
害
を
の
み
望
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
多
く
の
殉
教
者
を
出
し
た
ロ
ン
ド
ン
主
教

区
で
も
、
そ
の
背
後
に
多
く
の
棄
教
者
、
服
従
者
が
い
た
。

一
五
五
四
年
一
一
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
の
五
箇
月
間
の
四
七

O
名
の
公

判
記
録
の
う
ち
、
殉
教
者
は
三
名
だ
け
で
あ
っ
た
し
、
ミ
サ
を
否
定
し
た
廉
で
告
発
さ
れ
た
者
九

O
名
中
、
自
ら
罪
状
を
認
め
た
の
は

（必）

六
名
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
リ
ン
カ
ン
の
記
録
で
も
、
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
関
係
の
罪
で
摘
発
さ
れ
た
四
三
名
の
う
ち
、
処
刑
さ
れ

た
の
は
一
人
だ
け
で
、
逃
亡
者
も
四
人
に
す
ぎ
な
い
。

従
っ
て
、
こ
の
記
録
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
浸
透
の
姿
を
見
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
宗
教
改
革
の

開
始
以
来
説
か
れ
続
け
て
き
た
「
服
従
の
義
務
」
の
理
念
の
強
さ
、

エ
ド
ワ
ー
ド
時
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
の
脆
弱
さ
な
ど
が
う
か

が
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
「
服
従
」
と
積
極
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
と
も
ま
た
別
の
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
人
々
が
従
来
考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
保
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守
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
激
し
い
宗
教
状
況
の
変
化
は
人
々
の
宗
教
に
対
す
る
意
識
を
変
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
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目
に
見
え
る
形
で
、
し
か
も
経
済
的
負
担
を
伴
な
っ
て
の
教
会
の
変
貌
は
、
聖
職
者
の
説
く
教
義
の
変
化
以
上
に
宗
教
改
革
の
存
在

を
印
象
づ
け
、
人
々
は
、
も
は
や
宗
教
と
は
唯
一
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
現
実
に
当
惑
す
る
こ
と
に

な
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
当
惑
の
反
映
を
当
時
の
遺
言
状
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
要
素

と
カ
ト
リ
ッ
ク
的
要
素
の
混
在
し
た
遺
言
状
の
存
在
で
あ
る
。
「
私
は
私
の
魂
を
全
能
の
神
に
し
て
私
の
創
造
主
に
ゆ
だ
ね
、
そ
の
息
子

に
し
て
私
の
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
、
私
を
彼
の
慈
悲
の
下
に
置
か
れ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的

な
魂
の
救
済
を
求
め
な
が
ら
、
葬
儀
の
際
に
、
司
祭
が
「
私
の
魂
の
た
め
に
ミ
サ
を
と
り
行
っ
て
祈
っ
て
く
れ
る
よ
う
」
求
め
て
い
る

（

的

）

（

印

）

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
が
各
地
で
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
い
っ
た
遺
言
状
は
、
そ
の
書
か
れ
た
意
図
が
、
本
心
か
ら
で
あ
る

に
せ
よ
、
本
心
を
隠
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
当
時
の
人
々
の
屈
折
し
た
心
理
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

メ
ア
リ
の
治
世
が
五
年
で
幕
を
閉
じ
、
再
び
教
会
の
状
況
が
一
変
し
た
時
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ

（日）

た
。
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
に
各
地
で
報
告
さ
れ
る
教
会
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
的
要
素
の
根
強
い
残
存
は
、
単
に
保
守
的
な
教
区
で
あ
っ
た
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
経
済
的
疲
弊
も
そ
の
一
因
で
あ
ろ
う
し
、
次
の
変
更
が
ま
た
や
っ
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
が
改
修
の

手
を
鈍
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
、
彼
ら
が
「
宗
教
で
は
、
多
く
の
人
が
す
る
よ
う
に
す
る
の
が
安
全
で
あ

（回）

る
L

と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
々
が
教
会
の
変
化
に
合
せ
て
、
自
ら
の
信
仰
も
変
え
得
た
と

は
考
え
に
く
い
。
当
然
、
こ
こ
に
信
仰
と
服
従
の
矛
盾
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
矛
盾
は
、

お
そ
ら
く
教
会
財
産
の
収
得
の
際

に
見
ら
れ
た
信
仰
と
世
俗
的
利
益
と
の
矛
盾
と
共
に
、
矛
盾
の
ま
ま
残
さ
れ
、
こ
の
後
の
時
代
の
宗
教
意
識
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
真
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
復
活
を
願
う
プ

l
ル
の
望
ん
だ
の
は
こ
の
よ
う
な
人
々
で
は
な
か
っ
た
。
教
義
よ
り
も
政
治
的



経
済
的
利
益
を
求
め
た
ヘ
ン
リ
l
や
現
世
的
利
益
の
た
め
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
を
利
用
し
た
ノ

l
サ
ン
パ
ラ
ン
ド
公
と
違
っ
て
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
精
神
」
の
復
活
を
考
え
た
プ
l
ル
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
服
従
で
は
意
味
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
精
神
的
な
成
果

は
期
待
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
上
、
こ
の
よ
う
な
屈
折
し
た
人
々
を
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
へ
引
き
戻
す
べ
き
教
会
は
、
先
に
述
べ
た

よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
。

テューダー中期における教区教会と民衆

こ
の
よ
う
に
、
プ
l
ル
の
直
面
し
た
問
題
は
、
、
お
そ
ら
く
彼
が
初
め
考
え
て
い
た
以
上
に
深
刻
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
復

活
の
基
盤
と
な
る
べ
き
教
会
は
エ
ド
ワ
ー
ド
時
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
や
収
奪
の
後
遺
症
に
苦
し
ん
で
お
り
、
そ
の
改
善
は
、
プ
l

ル
自
身
の
管
理
下
の
教
会
す
ら
ま
ま
な
ら
ぬ
程
の
人
的
、
物
的
な
障
害
に
阻
ま
れ
て
、
即
座
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
で
は
望
ま
し
一
い
形
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
礼
拝
の
復
活
は
期
待
し
得
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
聖
職
者
不
足
や
し
か
る
べ
き

カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
の
不
在
と
い
っ
た
聖
職
者
を
め
ぐ
る
問
題
も
か
ら
ん
で
、
よ
り
錯
綜
し
た
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。

教
会
を
め
ぐ
る
俗
人
達
も
、

ロ
ー
マ
と
の
断
絶
を
経
て
、
プ
ー
ル
が
考
え
た
以
上
に
世
俗
的
利
益
に
囚
わ
れ
て
お
り
、
教
会
の
正
常
化

を
阻
ん
だ
。
ま
た
、
よ
り
平
凡
な
教
区
民
も
当
惑
と
不
安
に
よ
っ
て
屈
折
し
た
感
情
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

全
て
を
解
決
す
る
に
は
、
プ
ー
ル
に
許
さ
れ
た
時
聞
は
あ
ま
り
に
短
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
プ
l
ル
の
計
画
は
、

ロ
ー
マ
と
の

分
裂
が
も
た
ら
し
た
混
乱
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
頓
挫
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
が
引
き
継
い
だ
教
会
と
は
、
ま
さ
し
く
プ

l
ル
が
苦
闘
し
た
こ
の
教
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
彼
女
自
身
の
即
住
に
よ

り
、
そ
の
混
迷
は
よ
り
深
ま
っ
て
い
た
。

エ
リ
ザ
ベ
ス
は
、
こ
れ
ら
の
教
会
を
め
ぐ
る
様
々
な
問
題
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
決
し
て
ゆ
く

61 

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
教
会
を
確
立
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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