
非
西
洋
に
向
か
う
カ
ト

法
王
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
回
世
が
退
位
を
表

明
し
、
世
界
各
地
で
大
き
な
話
題
と
な
っ

た
。

そ
れ
は
カ
ト
リ
ッ
ク
や
そ
の
ト
ッ
プ

で
あ
る
法
王
の
宗
教
界
を
超
え
た
影
響
力

の
大
き
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

現
在
地
球
上
の
全
人
口
の
う
ち
3

割
が

キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
ぼ
半

分
を
カ
ト
リ
ッ
ク
が
占
め
て
い
る
。
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
は
無
数
の
「
教
派
」
に
分
か

れ
て
い
る
た
め
、
単
一
の
団
体
と
し
て
カ

ト
リ
ッ
ク
に
比
肩
す
る
も
の
は
存
在
し
な

い
。

か
つ
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
西
洋
の
宗

教
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
か
っ
た
。
歴
史

的
に
見
れ
ば
、1
世
紀
ほ
ど
前
に
は
カ
ト

リ
ッ
ク
人
口
の3
分
の2
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

に
い
た
が
、
現
在
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
は
全
体
の
4

分
の1
を

占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
カ
ト
リ
ッ

ク
は
、
さ
ら
に
言
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
は
、

人
口
比
的
に
は
、
も
は
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

宗
教
で
は
な
い
。

カ
ト
リ
ッ
ク
の
場
合
、
そ
の
4

割
が
ラ

テ
ン
ア
メ
リ
カ
と
カ
リ
ブ
諸
国
に
住
ん
で

お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
人
口
の
伸
長
が
大
き

い
の
は
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
総
体
と
し
て
の
大

き
さ
は
時
代
を
超
え
て
変
わ
ら
な
い
も
の

の
、

そ
の
中
心
点
や
成
長
点
は
、
明
ら
か

に
非
西
洋
世
界
に
移
動
し
て
い
る
。

信者減る欧州「世俗化」進み

こはら・かつひろ 1965年生ま
れ。専門はキリスト教思想、一神
教研究。 著書に 「宗教のポリティ
クス一一日本社会と一神教世界の
避遁（かいこう） 」 など。

b
g
d

露
文

」
刷P
一、
品
企
』

日
大
教

京
社
部

？
・
志
学

原
同
神

、
．

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
次
期
法
王
の

選

出
に
も
一
定
の
影響を
与
え
て
い
る
。

伝

統
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
法
王
が
選
ば

れ
て
き
た
が
、
少
な
く
と
も
人
口
比
的
に

言
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
以
外
か
ら
法
王
が

選
出
さ
れ
た
方
が
、
よ
り
多
く
の
カ
ト
リ

ッ
ク
信
者
の
声
を
代
弁
で
き
る
よ
う
に
な

る
。
実
際
、
非
欧
州
圏
か
ら
の
選
出
を
望

む
声
は
小
さ
く
な
く
、
有
力
候
補
の
中
に

は
ア
フ
リ
カ
出
身
の
枢
機
卿
た
ち
の

名
が

あ
が
っ
て
い
る。

カ
ト
リ
ッ
ク
は
確
か
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な

宗
教
で
あ
る
が、
い
く
つ
か
の
地
域
で
は

苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る

。

そ
の
一
つ
は

「
世
俗
佑
」
が
進
ん
で
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
あ
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
回
世
が
繰
り

リ
ッ
ク

返
し
主
張
し
て
き
た
の
は
「
世
俗
他

」
と

の
戦
い
で
あっ
た
。
世
俗
他
と
は
、簡
単

に
言
え
ば
、信
者
数
の減
少
で
あり
、
教

会
的
価
値
か
ら
の離反
で
あ
る
。
ヨ
ーロ

ッ
パ
に
は
観
光
客
の
関
心
を
引
く
、

歴

史
の
あ
る
巨大
な
教会
が
数
多
く
存
在
し

て
い
る
が
、
礼
拝
出
席
者
は
減
少
し
続
け

バチカンのサンピエト口広場で2月27日 、 最後となる一般
向けスピーチをするローマ法王ベネテ、ィク卜16世＝AP

次期法王に期待改革・調停役
て
い
る
。
今
世
紀
に
なっ
て
か
ら
各地
で

発
覚
し
た
カ
ト
リ
ッ
ク
司
祭
に
よ
る児
童

に
対
す
る性
的
虐
待
問題
も
、
そ
れに
拍

車
を
か
け
た。
ま
た
、
カ
トリ
ッ
ク
が
批

判
し
て
き
た
中
絶
や向
性
婚
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
を
合
法
化
す
る国
が
増
え
て
い

る
。今

な
お圧
倒
的
な
存在
感
を
示
し
て
い

る
カ
ト
リ
ッ

ク
で
あ
る
が
、
こ
のよ
う
な

時
代
の
変
佑
や
内
部
の
問
題
に
十
分
に
対

応
し
切
れ
て
い
な
い
と
い
う
危
機
意
識
は

広
ま
っ
て
お
り
、
次
の
法
王
に
も
そ
の
課

題
が
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
。

危
機
は
改革
の
た
め
の
好
機
で
も
あ
る
。

バ
チ
カ
ン
が
そ
の
保
守
的
な
神
学
的
・
道

徳
的
姿勢
を
大
き
く
変
え
る
こ
とは
な
い

だ
ろ
う。
し
か
し、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
決
し

て
一
枚岩
で
は
な
く
、
改
革
や
変
化
を
求

め
る
声
は
非
常
に
強
い。
そ
う
し
た
声
に

耳
を
傾
け、
同
時
に
、
カ
ト
リッ
ク
の
外

の
世界
と
の
対
話
に
も積
極
的
で
あ
る
こ

と
が
次
の法
王
に
は
期待
さ
れ
る。

西
洋
的価
値
と
非西
洋
的
価
値
の
葛藤

は
、
植
民
地主
義
の
刻
印
を
と
も
な
っ

て
、
今な
お
続
い
て
い
る
。
法王
は
伝
統

的
道
徳の
守
護
者
と
し
て見
ら
れ
る
こ
と

が
多
い
が、
こ
れ
か
ら
は
そ
れ
にと
ど
ま

ら
ず
、
異
な
る
価
値
観
の
よ
き
調
停
者
と

し
て
の
役
割
も
期
待
し
た
い
。


