
カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
い
え
ば
、
ド
グ
マ
に
洋
服
を
着
せ
た
よ
う
な
ガ
チ
ガ
チ
の
教
義
学
者
で
、
ど
こ
を
切
っ
て
も
赤
く
暖
か
い
血

が
流
れ
出
る
こ
と
も
な
い
、
そ
ん
な
戯
画
が
旧
態
依
然
と
ま
か
り
通
っ
て
い
る
。
言
う
に
及
ば
ず
実
像
は
そ
れ
と
は
程
遠
い
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
よ
し
歌
詠
ま
ず
詩
を
書
か
ず
と
も
、
匠
を
解
し
恋
い
慕
う
高
き
精
神
こ
こ
ろ

を
持
っ
て
い
た
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
と
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
関
す
る
研
究
は
、
こ
の
十
年
隆
隆
と
し
て
衰
え
る
気
配
と
て
見
ら
れ
な

い
。
今
や
立
証
の
重
荷

オ
ヌ
ス
・
プ
ロ
バ
ン
デ
ィ

は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
改
革
者
と
し
て
立
っ
た
の
ち
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
た
る
こ
と
を
捨
て

た
と
頑
な
に
主
張
す
る
者
の
肩
に
の
し
か
か
っ
て
い
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
（
厳
密
を

期
す
れ
ば
エ
ラ
ス
ム
ス
流
の
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
）
は
、
そ
の
具
体
的
な
姿
を
、
第
一
に
聖
書
の
釈
義
と
註
解
、

第
二
に
レ
ト
リ
ッ
ク
と
文
体
、
第
三
に
神
学
の
方
法
論
、
第
四
に
教
会
改
革
・
教
育
改
革
の
理
念
に
、
く
っ
き
り
と
と
ど
め
て

い
る漓
。

か
つ
て
筆
者
は
、
弱
冠
二
十
三
歳
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
エ
ラ
ス
ム
ス
流
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
自
家
薬
籠
中
の
物
と
な
し
て
い

る
事
実
を
、『
セ
ネ
カ
「
寛
容
論
」
註
解
』
に
お
い
て
確
認
し
た滷
。
こ
の
処
女
作
に
お
い
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
復
興
し
伝
播
し
た
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
著
作
家
に
対
す
る
深
い
造
詣
を
示
し
て
い
る
。
本
文
批
評
学
、
文
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献
学
、
レ
ト
リ
ッ
ク
、
古
典
ラ
テ
ン
語
と
い
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
磨
き
上
げ
た
道
具
を
自
在
に
駆
使
し
て

確
か
な
腕
を
ふ
る
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
筆
者
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
聖
書
釈
義
と
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
聖
書
註
解
書
と
の
比
較
研
究
を
行
い
、
こ
の
点
お
い
て
、
ま

さ
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
エ
ラ
ス
ム
流
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
も
っ
と
も
よ
き
継
承
者
で
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
の
完
成
者
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
た澆
。

目
下
筆
者
は
、
上
記
第
二
と
第
三
に
つ
い
て
探
訪
し
て
い
る
。
そ
の
成
果
は
い
ず
れ
の
日
に
か
モ
ノ
グ
ラ
フ
と
し
て
世
に
問

う
こ
と
と
な
ろ
う
が
、
こ
の
稿
は
そ
の
探
訪
拾
遺
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
示
唆
を
供
す
る
に
と
ど
ま
ざ
る
を
得
な
い
。

ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
再
発
見
し
発
展
さ
せ
た
古
典
的
修
辞
学
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
ラ
テ
ン
語
の
語
彙
や
文
体

を
培
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
る潺
。
し
か
し
、
さ
ら
に
目
を
凝
ら
し
て
見
る
と
、
そ
れ
が
単
に
文
体
的
・
言
語
的
な
表
層
に

と
ど
ま
ら
ず
、
思
考
的
・
神
学
的
な
深
層
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
古
典
的
修
辞
学
は
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
操
る
言

語
を
飾
る
の
み
な
ら
ず
思
惟
構
造
や
神
学
の
方
法
論
を
も
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る潸
。

け
れ
ど
も
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
語
彙
と
文
体
の
完
成
お
よ
び
神
学
的
構
造
と
方
法
論
の
樹
立
は
、
古
典
的
修
辞
学
の
伝
統
だ
け

で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
う
ち
に
そ
れ
と
平
行
し
て
い
ま
ひ
と
つ
の
原
理
が
働
い
て
い
た
。
聖
書
で
あ
る
。
具

体
的
に
言
う
と
詩
編
と
パ
ウ
ロ
書
簡
で
あ
る
。
魂
の
事
柄
や
信
仰
者
の
内
面
を
表
現
し
尽
く
す
た
め
の
語
彙
を
詩
編
に
汲
み
と

り
、
福
音
的
神
学
を
提
示
す
る
た
め
の
用
語
と
文
体
を
パ
ウ
ロ
書
簡
に
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
魂
は
詩
編
の
言
語

を
話
し
彼
の
理
性
は
パ
ウ
ロ
の
言
語
を
話
す
。

換
言
す
れ
ば
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
改
革
さ
れ
た
る
教
会
に
ふ
さ
わ
し
い
神
学
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
な
か
で
、
教
父
た
ち
の

よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
に
は
向
か
わ
な
か
っ
た
。
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
の
よ
う
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
は
根
ざ
さ
な
か
っ
た
。
む

し
ろ
エ
ラ
ス
ム
ス
と
と
も
に
キ
ケ
ロ
や
ク
ウ
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
ら
の
古
典
的
修
辞
学
の
方
法
論
に
新
し
き
革
袋
を
求
め
た
。
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そ
し
て
、
こ
の
方
法
論
に
基
づ
い
て
実
際
に
構
築
す
べ
き
神
学
の
内
容
は
、
こ
れ
を
聖
書
特
に
詩
編
と
パ
ウ
ロ
書
簡
に
求
め
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
内
容
と
は
、
福
音
の
教
え
や
神
学
的
教
理
だ
け
を
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
説
き
明
か
し
宣
べ
伝

え
る
た
め
の
語
彙
、
用
語
、
文
体
、
論
じ
方
の
す
べ
て
を
含
む
。
古
典
的
修
辞
学
の
理
論
に
精
通
し
か
つ
パ
ウ
ロ
書
簡
の
骨
法

を
の
み
こ
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
文
体
と
レ
ト
リ
ッ
ク
の
一
大
特
質
は
存
す
る
。
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
神
学
の

構
造
と
方
法
論
も
こ
の
上
に
立
脚
し
て
い
る
の
で
あ
る澁
。

ソ
フ
ィ
ス
ト
的
レ
ト
リ
ッ
ク
は
こ
こ
に
は
な
い
。
空
疎
な
内
容
を
ご
ま
か
す
た
め
の
綺
羅
や
粉
飾
は
皆
無
で
あ
る
。
大
向
こ

う
を
う
な
ら
せ
る
麗
麗
た
る
デ
ク
ラ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
も
無
縁
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ケ
ロ
や
ク
ウ
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
ら
の
説

く
真
の
レ
ト
リ
ッ
ク
の
眼
目
が
、
美
辞
麗
句
の
羅
列
や
美
文
調
の
奔
流
に
で
は
な
く
、
言
う
べ
き
内
容
を
最
も
効
果
的
に
伝
達

し
聴
衆
を
説
得
し
あ
ま
っ
さ
え
行
動
へ
と
駆
り
立
て
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
著
作
は
高
度
に
レ
ト
リ
ッ
ク
的

だ
と
言
え
る
。
そ
の
文
体
は
、
簡
潔
で
あ
り
、
雄
勁
で
あ
り
、
魅
惑
に
富
ん
で
い
る
。
キ
ア
ス
テ
ィ
ク
な
構
文
は
配
置
の
妙
を

極
め
る
。（
こ
れ
ま
た
パ
ウ
ロ
直
伝
で
あ
ろ
う
。）
文
章
の
リ
ズ
ム
は
独
特
の
音
楽
性
を
有
す
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
の
文
章
が
、
流

露
し
て
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
名
文
で
、
読
者
は
そ
の
リ
ズ
ム
に
乗
れ
ば
さ
な
が
ら
舟
に
乗
っ
た
よ
う
に
作
者
の
導
く

と
こ
ろ
へ
た
ど
り
つ
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
文
章
は
、
読
者
の
手
を
と
っ
て
読
者
と
歩
調
を
合
わ
せ
つ
つ
進
む
。

読
者
の
目
を
引
き
つ
け
心
を
開
か
せ
思
い
を
明
る
く
し
魂
を
暖
か
く
し
な
す
べ
き
わ
ざ
へ
と
駆
り
立
て
ず
に
は
お
か
な
い
。

伝
達
本
意
の
レ
ト
リ
ッ
ク
、
受
け
手
志
向
の
レ
ト
リ
ッ
ク
、
説
得
力
に
重
き
を
置
く
レ
ト
リ
ッ
ク
、
行
動
に
直
結
し
た
レ
ト

リ
ッ
ク
、
福
音
の
真
理
を
ま
っ
す
ぐ
に
説
き
明
か
す
レ
ト
リ
ッ
ク
、
神
の
知
恵
に
ふ
さ
わ
し
い
レ
ト
リ
ッ
ク
、
こ
う
し
た
も
の

を
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
希
求
し
た
。
そ
の
結
果
探
り
当
て
た
脈
所
は
、accom

m
odatio

とperspicua
brevitas

で
あ
っ
た
。
こ
こ
に

詳
説
す
る
い
と
ま
は
な
い
。
以
下
要
点
の
み
摘
記
す
る
。

聴
衆
・
読
者
の
理
解
力
に
適
合
し
た
伝
達
と
説
得
を
旨
と
す
る
の
が
、
古
典
的
修
辞
学
に
お
け
るaccom

m
odatio

の
理
論
で
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あ
る
。
キ
ケ
ロ
、
ク
ウ
ィ
ン
テ
ィ
リ
ア
ヌ
ス
、
エ
ラ
ス
ム
ス
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
重
視
し
て
は
い
る
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
れ
こ

そ
が
神
の
啓
示
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
と
言
い
切
る
。
神
は
私
た
ち
の
ち
っ
ぽ
け
な
理
解
力
に
合
わ
せ
る
た
め
、
ち
ょ
う
ど
乳

母
が
幼
児
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
、
赤
ち
ゃ
ん
言
葉
で
語
り
か
け
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
あ
る澀
。
こ
れ
に
倣
っ
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン

も
あ
く
ま
で
も
読
者
の
立
場
に
立
っ
て
理
解
を
助
け
る
上
で
最
も
有
効
な
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
よ
う
と
す
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
勘
所
は
、
直
截
簡
明
な
文
体
で
あ
る潯
。
言
う
べ
き
事
を
一
切
の
無
駄
を
省
い
て
言
っ
て
の
け
る
。
余
計
な
装

飾
や
枝
葉
ゆ
え
に
注
意
が
そ
が
れ
る
こ
と
な
く
核
心
の
み
が
読
者
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
極
度
に
省
略
の
き
い
た
簡

潔
な
文
章
は
、
と
も
す
れ
ば
晦
渋
と
曖
昧
に
お
ち
い
る
危
険
性
を
伴
う
。
ゆ
え
に
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
「
明
晰
な
る
簡
潔
」

（perspicua
brevitas

）
を
と
自
戒
を
忘
れ
な
い
。

し
か
ら
ば
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
れ
を
い
か
に
実
践
し
た
の
か
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
るm

otjuste

で
あ
る
。
凡

手
な
ら
ば
五
語
十
語
費
や
す
べ
き
と
こ
ろ
を
実
に
適
切
な
る
一
語
を
選
び
用
い
る
。
文
章
は
簡
潔
に
な
り
イ
メ
ー
ジ
は
鮮
明
と

な
る
。

次
ぎ
に
、
稀
有
の
論
理
性
が
指
摘
で
き
よ
う
。
現
代
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
短
い
と
は
言
い
が
た
い
文
章
だ
が
、
明
確

な
論
理
の
筋
道
が
一
切
の
曖
昧
さ
を
除
外
す
る
。
文
章
だ
け
で
は
な
い
。
段
落
が
、
章
が
、
明
晰
な
論
理
で
貫
か
れ
て
い
る
。

対
立
法
（antithesis

）
を
用
い
た
論
理
構
造
が
理
解
を
助
け
る潛
。

さ
ら
に
は
、
比
喩
（m

etaphor

）
特
に
直
喩
（sim

ile

）
の
効
果
的
な
用
法
を
挙
げ
て
お
き
た
い濳
。
千
語
万
語
を
尽
く
し
て
く

だ
く
だ
し
く
解
説
す
る
よ
り
も
、
身
近
な
比
喩
が
よ
り
大
き
な
効
果
を
発
揮
す
る
場
合
が
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
用
い
た
頭
と
肢
体

の
た
と
え
や
復
活
の
体
に
関
す
る
比
喩
な
ど
は
ま
さ
に
そ
の
最
た
る
例
と
い
え
よ
う
。
簡
潔
に
、
わ
か
り
や
す
く
、
読
者
の
レ

ベ
ル
に
合
わ
せ
て
と
苦
慮
し
て
や
ま
な
い
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
、
比
喩
（
直
喩
）
に
心
を
砕
い
た
の
は
至
極
当
然
で
あ
る潭
。
以
下
付

録
の
形
で
若
干
の
具
体
例
を
挙
げ
て
筆
を
擱
く
。
カ
ル
ヴ
ァ
ン
用
い
る
と
こ
ろ
の
比
喩
が
、
美
学
的
・
修
辞
的
役
割
よ
り
も
、
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む
し
ろ
彼
の
神
学
の
具
象
的
表
現
で
あ
る
ゆ
え
ん
を
と
く
と
ご
参
看
願
い
た
い澂
。
今
後
『
基
督
教
綱
要
』
は
じ
め
カ
ル
ヴ
ァ
ン

の
著
作
に
親
し
む
と
き
、
こ
う
し
た
比
喩
表
現
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
神
学
を
新
た
な
光
の
下
で
見
直
す
よ
す

が
と
も
な
ろ
う潼
。

『
基
督
教
綱
要
』
一
篇
一
章
一
節

T
hen,by

these
benefits

shed
like

dew
from

heaven
upon

us,w
e

are
led

as
by

rivulets
to

the
spring

itself.

『
基
督
教
綱
要
』
一
篇
六
章
一
節

Justas
old

or
bleary-eyed

m
en

and
those

w
ith

w
eak

vision,ifyou
thrustbefore

them
a

m
ostbeautifulvolum

e,even
if

they
recognize

it
to

be
som

e
sort

of
w

riting,yet
can

scarcely
construe

tw
o

w
ords,but

w
ith

the
aid

of
spectacles

w
ill

begin
to

read
distinctly;so

Scripture,gathering
up

the
otherw

ise
confused

know
ledge

of
G

od
in

our
m

inds,having

dispersed
our

dullness,clearly
show

s
us

the
true

G
od. 潘

『
基
督
教
綱
要
』
一
篇
六
章
二
節

T
herefore,how

ever
fitting

itm
ay

be
for

m
an

seriously
to

turn
his

eyes
to

contem
plate

G
od’s

w
orks,since

he
has

been

placed
in

this
m

ost
glorious

theater
to

be
a

spectator
of

them
,it

is
fitting

that
he

prick
up

his
ears

to
the

W
ord,the

better
to

profit.
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『
基
督
教
綱
要
』
三
篇
二
章
十
九
節

Itis
like

a
m

an
w

ho,shutup
in

a
prison

into
w

hich
the

sun’s
rays

shine
obliquely

and
halfobscured

through
a

rather

narrow
w

indow
,is

indeed
deprived

of
the

fullsight
of

the
sun.Yet

his
eyes

dw
ellon

its
steadfast

brightness,and
he

receives
its

benefits.T
hus,bound

w
ith

the
fetters

of
an

earthly
body,how

ever
m

uch
w

e
are

shadow
ed

on
every

side

w
ith

great
darkness,w

e
are

nevertheless
illum

ines
as

m
uch

as
need

be
for

firm
assurance

w
hen,to

show
forth

his

m
ercy,the

lightofG
od

sheds
even

a
little

ofits
radiance.

『
基
督
教
綱
要
』
一
篇
三
章
一
〜
二
節

To
prevent

anyone
from

taking
refuge

in
the

pretense
of

ignorance,G
od

him
self

has
im

planted
in

allm
an

a
certain

understanding
of

his
divine

m
ajesty.E

ver
renew

ing
its

m
em

ory,he
repeatedly

sheds
fresh

drops.…
A

nd
they

w
ho

in

other
aspects

of
life

seem
least

to
differ

from
brutes

stillcontinue
to

retain
som

e
seed

of
religion.…

B
ut

they
w

ould

never
have

achieved
this

ifm
en’s

m
inds

had
notalready

been
im

bued
w

ith
a

firm
conviction

aboutG
od,from

w
hich

the

inclination
tow

ard
religion

springs
as

from
a

seed.

『
基
督
教
綱
要
』
二
篇
十
一
章
十
三
節

I
reply

that
G

od
ought

not
to

be
considered

changeable
m

erely
because

he
accom

m
odated

diverse
form

s
to

different

ages,as
he

knew
w

ould
be

expedientfor
each.Ifa

farm
er

sets
certain

tasks
for

his
household

in
the

w
inter,other

tasks

for
the

sum
m

er,w
e

shallnoton
this

accountaccuse
him

ofinconstancy,or
think

thathe
departs

from
the

proper
rule

of

agriculture,w
hich

accords
w

ith
the

continuous
order

of
nature.In

like
m

anner,if
a

householder
instructs,rules,and
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guides,his
children

one
w

ay
in

infancy,another
w

ay
in

youth,and
stillanother

in
young

m
anhood,w

e
shallnoton

this

account
call

him
fi

ckle
and

say
that

he
abandons

his
purpose.W

hy,then,do
w

e
brand

G
od

w
ith

the
m

ark
of

inconstancy
because

he
has

w
ith

aptand
fitting

m
arks

distinguished
a

diversity
oftim

es?

『
基
督
教
綱
要
』
一
篇
六
章
三
節

H
ence,w

e
m

uststrive
onw

ard
by

this
straightpath

ifw
e

seriously
aspire

to
the

pure
contem

plation
ofG

od.…
Ifw

e

turn
aside

from
the

W
ord,…

though
w

e
m

ay
strive

w
ith

strenuous
haste,yet,since

w
e

have
gotoffthe

track,w
e

shall

never
reach

the
goal.For

w
e

should
so

reason
thatthe

splendor
ofthe

divine
countenance,w

hich
even

the
apostle

calls

“unapproachable",is
for

us
like

an
inexplicable

labyrinth
unless

w
e

are
conducted

into
itby

the
thread

ofthe
W

ord;so

thatitis
better

to
lim

p
along

this
path

than
to

dash
w

ith
allspeed

outside
it.

『
基
督
教
綱
要
』
三
篇
二
十
一
章
二
節

For
w

e
shall

know
that

the
m

om
ent

w
e

exceed
the

bounds
of

the
W

ord,our
course

is
outside

the
pathw

ay
and

in

darkness,and
thatthere

w
e

m
ustrepeatedly

w
ander,slip,and

stum
ble.Letthis,therefore,firstofallbe

before
our

eyes:

to
seek

any
other

know
ledge

of
predestination

than
w

hat
the

W
ord

of
G

od
discloses

is
not

less
insane

than
if

one

should
purpose

to
w

alk
in

a
pathless

w
aste,or

to
see

in
darkness.

『
基
督
教
綱
要
』
三
篇
二
章
二
十
一
節

Faith,then,as
Paul

teaches,serves
as

our
shield.W

hen
held

up
against

w
eapons

it
so

receives
their

force
that

it
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either
com

pletely
turns

them
aside

or
atleastw

eakens
their

thrust,so
thatthey

cannotpenetrate
to
our
vitals.W

hen,

therefore,faith
is

shaken
it

is
like

a
strong

soldier
forced

by
the

violent
blow

of
a

spear
to

m
ove

his
foot

and
to

give

ground
a

little.W
hen

faith
itselfis

w
ounded

itis
as

ifthe
soldier’s

shield
w

ere
broken

atsom
e

pointfrom
the

thrustof

the
spear,butnotin

such
a

m
anner

as
to

be
pierced.

『
基
督
教
綱
要
』
三
篇
二
章
三
十
一
節

Faith
needs

the
W

ord
as

m
uch

as
fruitneeds

the
living

rootofa
tree.

『
基
督
教
綱
要
』
四
篇
二
章
十
一
節

A
nd

justas
often

happens
w

hen
buildings

are
pulled

dow
n

the
foundations

and
ruins

rem
ain,so

he
did

notallow
his

church
either

to
be

destroyed
to

the
very

foundations
by

A
ntichrist

or
to

be
leveled

to
the

ground,even
though

to

punish
the

ungratefulness
of

m
en

w
ho

had
despised

his
w

ord
he

let
it

undergo
frightfulshaking

and
shattering,but

even
after

this
very

destruction
w

illed
thata

half-dem
olished

building
rem

ain.

『
基
督
教
綱
要
』
三
篇
四
章
二
十
二
節

Such
is

the
consum

m
ate

ignorance
of

priests
that

the
greater

part
of

them
are

no
m

ore
fitted

to
exercise

this
office

than
a

shoem
aker

to
tillfields.
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『
基
督
教
綱
要
』
四
篇
五
章
十
一
節

If
a

usurer
w

ho
never

set
foot

out
of

a
city

w
ere

to
claim

to
be

a
plow

m
an

or
vinedresser;if

a
soldier

w
ho

has
been

continually
in

battle
and

in
cam

p,and
has

never
seen

a
law

court
or

books,w
ere

to
claim

to
be

a
law

yer
—

w
ho

could

abide
such

disgusting
absurdities?

Yet
som

ew
hat

m
ore

ridiculous
are

those
w

ho
w

ish
to

seem
and

be
called

law
ful

pastors
ofthe

church,and
yetdo

notw
ish

to
be

such.

『
基
督
教
綱
要
』
四
篇
十
四
章
十
二
節

H
e

feeds
our

bodies
through

bread
and

other
foods,he

illum
ines

the
w

orld
through

the
sun,and

he
w

arm
s

itthrough

heat;yet
neither

bread
nor

sun
nor

fire,is
anything

save
in

so
far

as
he

distributes
his

blessings
to

us
by

these

instrum
ents.In

like
m

anner,he
nourishes

faith
spiritually

through
the

sacram
ents,w

hose
one

function
is

to
set

his

prom
ises

before
our

eyes
to

be
looked

upon,indeed,to
be

guarantees
ofthem

to
us.

『
基
督
教
綱
要
』
四
篇
十
七
章
一
節

G
od

has
received

us,once
for

all,into
his

fam
ily,to

hold
us

notonly
as

servants
butas

sons.T
hereafter,to

fulfillthe

duties
ofa

m
ostexcellentFather

concerned
for

his
offspring,he

undertakes
also

to
nourish

us
through

the
course

ofour

life.…
To

this
end,therefore,he

has,through
the

hand
ofhis

only-begotten
Son,given

to
his

church
another

sacram
ent,

that
is,a

spiritualbanquet,w
herein

Christ
attests

him
self

to
be

the
life-giving

bread,upon
w

hich
our

souls
feed

unto

true
and

blessed
im

m
ortality.
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『
基
督
教
綱
要
』
四
篇
十
四
章
九
節

If
the

Spirit
be

lacking,the
sacram

ents
can

accom
plish

nothing
m

ore
in

our
m

inds
than

the
splendor

of
the
sun

shining
upon

blind
eyes,or

a
voice

sounding
in

deafears.

『
基
督
教
綱
要
』
四
篇
十
四
章
十
七
節

B
ut

they
[=

the
sacram

ents]
avail

and
profit

nothing
unless

received
in

faith.A
s

w
ith

w
ine

or
oil

or
som

e
other

liquid,no
m

atter
how

m
uch

you
pour

out,itw
illflow

aw
ay

and
disappear

unless
the

m
outh

ofthe
vesselto

receive
itis

open;m
oreover,the

vesselw
illbe

splashed
over

on
the

outside,butw
illstillrem

ain
void

and
em

pty.

『
基
督
教
綱
要
』
四
篇
十
七
章
五
節

In
this

w
ay

the
Lord

intended,by
calling

him
self

the
“bread

of
life",to

teach
not

only
that

salvation
for

us
rests

on

faith
in

his
death

and
resurrection,but

also
that,by

true
partaking

of
him

,his
life

passes
into

us
and

is
m

ade
ours

—

justas
bread

w
hen

taken
as

food
im

parts
vigor

to
the

body.

D
efensio

Sanae
etO

rthodoxae
D

octrinae
de

Sacram
entis

Just
as

the
heat

of
the

sun
gives

energy
to

a
living

and
anim

ated
body

but
prom

otes
stench

in
a

corpse;so
is

it

certain
thatthe

sacram
ents,w

here
the

Spiritoffaith
is

notpresent,breathes
deadly

rather
than

vitalodor. 澎
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注
O

S
=

Ioannis
C

alviniO
pera

Selecta,5
vols.,eds.Peter

B
arth

and
W

ilhelm
N

iesel(M
ünchen:K

aiser,1926–52)
漓
改
革
者
・
神
学
者
カ
ル
ヴ
ァ
ン
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
お
よ
び
エ
ラ
ス
ム
ス
の
影
響
に
関
す
る
見
解

を
若
干
挙
げ
て
お
く
。

In
spite

ofeverything,the
break

w
as

notcom
plete.A

lthough
the

com
m

entaries
ofLefèvre

and
E

rasm
us

do
notfigure

am
ong

the
established

sources
of

the
Institutes,w

e
can

assert
that

a
good

portion
of

the
hum

anist
heritage

passed

into
Calvin’s

theology.W
e

think
especially

of
his

m
ethod

of
exegesis,the

im
portance

attached
to

the
study

of
the

Fathers,the
acceptance

of
a

kind
of

“Christian
philosophy,"

the
respect

for
severalthinkers

of
pagan

antiquity,and

the
strongly

ethicalcharacter
of

his
teaching

on
the

Christian
life.[A

lexandre
G

anoczy,T
he

Young
C

alvin,tr.D
avid

Foxgrover
and

W
ade

Provo
(Philadelphia:W

estm
inster

Press,1987),p.181.]

For
Calvin,far

m
ore

than
is

generally
adm

itted,w
as

the
heir

ofE
rasm

us;the
heir

in
a

m
ore

intolerantage,itis
true,

changed
by

the
struggle,but

still,in
essentials,the

heir.…
Like

E
rasm

us,unlike
Luther,Calvin

believed
in

a

reform
ed

visible
Church

…
the

hierarchy
w

as
not

to
be

destroyed
but

purified,m
ade

m
ore

efficient,m
ore

dynam
ic.

[H
.R
.T

rover–R
oper,R

eligion,
the

R
eform

ation
and

SocialC
hange

and
O

ther
E

ssays
(London:M

acm
illan,1967),p.

25.]

Calvin
w

as
thus

fully
E

rasm
ian

in
his

insistence
thatChristianity

is
in

essence
nota

setofdogm
as

buta
w

ay
oflife,

and
his

ow
n

teaching
w

as
directed

to
the

prom
otion

not
so

m
uch

of
theologicalunderstanding

as
of

practicalpiety.

[W
illiam

J.B
ouw

sm
a,“T

he
Q

uestfor
the

H
istoricalCalvin."

A
rchiv

für
R

eform
ationsgeschichte

77
(1986),p.55.]
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T
he

influence
of

hum
anism

on
R

eform
ed

doctrines
of

justification
began

to
decline

w
ith

the
clear

statem
ent

of
the

concepts
of

im
puted

righteousness
and

forensic
justification.H

ow
ever,the

possibility
that

both
these

concepts

them
selves

have
a

hum
anist

background
m

eans
that

the
hum

anist
influence

on
R

eform
ed

doctrines
of

justification

cannot
be

regarded
as

having
been

m
inim

ised
w

ith
Calvin’s

doctrine
of

justification;indeed,it
m

ay
rather

have

reached
a

peak.[A
lister

E
.M

cG
rath,“H

um
anist

E
lem

ents
in

the
E

arly
R

eform
ed

D
octrine

of
Justification."

A
rchiv

für
R

eform
ationsgeschichte

73
(1982),p.19.]

滷M
asam

iInoue,“T
he

’D
ie’of

Young
Calvin:A

Study
of

his
C

om
m

entary
on

Seneca’s
D

e
C

lem
entia."

M
.D

iv.thesis

(Tokyo:Tokyo
Christian

T
heologicalSem

inary,1985)

澆M
asam

i
Inoue,“T

he
Philosophia

C
hristi

and
M

ens
Scriptoris:A

Com
parative

Study
of

the
H

erm
eneutics

and

H
um

anism
ofD

esiderius
E

rasm
us

and
John

Calvin."
T

h.M
.thesis

(G
rand

R
apids,M

I:Calvin
T

heologicalSem
inary,

1989)

潺A
ntoon

V
eerm

an,D
e

Stijlvan
C

alvijn
in

de
Institutio

C
hristianae

R
eligionis

(U
trecht:K

em
ink

en
Zoon,1943).

潸See
inter

alia:Ford
Lew

is
B

attles,“T
he

T
heologian

as
Poet:Som

e
R

em
arks

aboutthe
’Found’Poetry

ofJohn
Calvin."

in
D

ikran
Y.H

adidian
(ed.),From

Faith
to

Faith
(Pittsburgh:Pickw

ick
Press,1979),pp.299–337;Q

uirinus
B

reen,

“John
Calvin

and
the

R
hetoricalT

radition"
in

C
hristianity

and
H

um
anism

(G
rand

R
apids,M

I:W
illiam

B
.E

erdm
ans,

1968),pp.107–129;Serene
Jones,C

alvin
and

the
R

hetoric
of

Piety.(Louisville,K
Y

:W
estm

inster/John
K

nox
Press,

1995);E
.D

avid
W

illis,“R
hetoric

and
R

esponsibility
in

Calvin’s
T

heology."
in

A
lezander

J.M
cK

elw
ay

and
E

.D
avid

W
illis

(eds.),T
he

C
ontextofC

ontem
porary

T
heology

(A
tlanta,G

A
:John

K
nox

Press,1974).

澁
こ
れ
と
の
関
連
で
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
が
聖
書
の
文
体
と
そ
れ
が
持
つ
独
自
のeloquentia

（
雄
弁
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
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所
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。『
基
督
教
綱
要
』
一
篇
八
章
一
〜
二
節
、「
躓
き
に
つ
い
て
」『
カ
ル
ヴ
ァ
ン
神
学
論
文
集
』
赤
木
善

光
訳
（
新
教
出
版
社
、
一
九
六
七
）
一
一
五
〜
一
一
六
頁
（
あ
ろ
う
こ
と
か
こ
の
わ
ず
か
二
頁
に
一
五
余
の
誤
訳
が
見
出
さ

れ
る
。O

S
2.170–171

な
い
し
は
英
訳C

oncerning
Scandals,tr.John

W
.Fraser

(G
rand

R
apids,M

I:W
illiam

B
.

E
erdm

ans,1978),pp.15–172

の
方
を
ご
覧
に
な
る
よ
う
お
す
す
め
す
る
。）

澀『
基
督
教
綱
要
』
一
篇
一
三
章
一
節
、
四
篇
十
章
一
四
節
な
ど
。Ford

Lew
is

B
attles,“G

od
W

as
A

ccom
m

odating
H

im
self

to
H

um
an

Capacity”
Interpretation

31
(1977)19–38.

潯「
シ
モ
ン
・
グ
リ
ュ
ナ
エ
ウ
ス
へ
の
献
呈
の
手
紙
」『
ロ
マ
書
註
解
』
を
参
照
さ
れ
た
い
。

潛Ford
Lew

is
B

attles,“Calculus
fidei:Som

e
R

um
inations

on
the

Structure
of

the
T

heology
of

John
Calvin.”

(G
rand

R
apids,M

I:Calvin
T

heological
Sem

inary,1978);Ford
Lew

is
B

attles,A
nalysis

of
the

Institutes
of

the
C

hristian

R
eligion

ofJohn
C

alvin
(G

rand
R

apids,M
I:B

aker
B

ook
H

ouse,1980),pp.18–23.

濳
比
喩
特
に
直
喩
は
、
ホ
メ
ロ
ス
、
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
、
ダ
ン
テ
な
ど
本
来
叙
事
詩
の
系
譜
に
属
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。

カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
れ
を
神
学
を
論
じ
る
の
に
適
用
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
主
に
プ
ル
タ
ル
コ
ス
の
著
作

を
渉
猟
し
直
喩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
編
ん
で
い
る
（Parabolae

sive
Sim

ilia,1514

）
こ
の
著
作
が
カ
ル

ヴ
ァ
ン
に
な
ん
ら
か
の
示
唆
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

潭
聖
餐
論
争
に
お
け
る
論
敵H

eshusius

を
、
レ
ト
リ
ッ
ク
の
い
ろ
は
も
諸
学
文
芸
の
基
礎
も
心
得
ぬ
輩
と
き
め
つ
け
た
あ
と
、

「
神
学
者
に
ふ
さ
わ
し
い
（“theologo

dignum
”

）
点
に
限
っ
て
反
論
す
る
」
と
前
置
き
し
て
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
こ
う
言
う
。「
比

喩
的
表
現
は
明
白
さ
を
欠
く
き
ら
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
含
蓄
に
富
み
美
し
い
。
比
喩
を
用
い
な
い
単
純
な
表
現
は
訴
え
る
力

が
弱
い
。
比
喩
が
弁
論
の
光
と
称
せ
ら
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
む
き
出
し
で
粗
野
な
言
語
よ
り
分
か
り
易
い
か
ら
で
は
な
く
て
、

注
意
を
引
き
つ
け
る
典
雅
と
心
か
き
立
て
る
美
麗
と
活
き
活
き
し
た
た
と
え
が
、
よ
り
甘
美
に
心
に
沁
み
通
る
か
ら
で
あ
る
」
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（D
e

V
era

Participatione
C

arnis
etSanguinis

C
hristi,vol.9

ofIoannis
C

alviniO
pera

quae
supersuntO

m
nia,p.514.)

澂『
基
督
教
綱
要
』
一
篇
一
八
章
に
お
い
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
は
、
三
位
一
体
の
教
理
を
、
読
者
の
理
解
の
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
わ
か

り
や
す
く
簡
潔
に
解
説
す
る
た
め
に
苦
心
惨
憺
の
挙
句
、
ひ
と
つ
の
た
と
え
を
用
い
て
説
明
を
試
み
る
。
く
わ
し
く
は
、

Serene
Jones,C

alvin
and

the
R

hetoric
ofPiety,p.44

参
照
。

潼
原
文
の
ラ
テ
ン
語
を
挙
げ
る
の
は
不
親
切
に
過
ぎ
よ
う
か
ら
、
英
訳
を
引
用
す
る
。Institutes

of
the

C
hristian

R
eligion,

ed.John
T.M

cN
eilltr.Ford

Lew
is

B
attles

(Philadelphia:W
estm

inster
Press,1960)2

vols.

カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
文
体
の
真
骨

頂
で
あ
るaccom

m
odatio

とperspicua
brevitas

邦
訳
で
は
無
惨
な
ま
で
に
損
な
わ
れ
て
い
る
た
め
使
用
に
耐
え
な
い
。
煩

雑
に
わ
た
る
が
英
訳
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
事
情
を
ご
理
解
の
上
、
ご
容
赦
い
た
だ
き
た
い
。

潘“Just
as…

so”
(“sicuti…

ita")
「
然
々
が
か
よ
う
か
よ
う
で
あ
る
こ
と
云
々
が
か
く
か
く
で
あ
る
が
如
し
」
こ
れ
が
い
わ
ゆ

るepic
form

ula

の
代
表
的
な
型
で
あ
る
。
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