
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
上
の
植
村
正
久
は
、
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
流
れ
を
汲
む

正
統
派
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
の
代
表
的
継
承
者
と
し
て
、
か
つ
そ
の
信
仰

に
も
と
づ
い
て
日
本
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
形
成
の
基
礎
を
据
え
た

人
物
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ゆ
え
ん
は
、
す
で
に
広
く
承
認
さ

れ
て
い
る
と
お
り
、
彼
が
、
人
は
罪
に
よ
り
神
か
ら
隔
絶
さ
れ
て
い
る
と
い
う

人
間
把
握
に
も
と
づ
い
て
、
神
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
人
類
の
罪
か
ら

の
解
放
と
い
う
告
知
を
も
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
教
義
の
根
幹
と
と
ら
え
、
そ
れ
へ

の
信
仰
に
人
々
を
い
ざ
な
う
こ
と
を
宣
教
活
動
の
究
極
目
的
に
据
え
た
こ
と
に

（
１
）

あ
っ
た
。
筆
者
は
以
前
に
ま
と
め
た
植
村
正
久
に
関
す
る
小
論
で
、
右
の
よ
う

な
植
村
理
解
の
内
実
を
、
と
く
に
日
本
の
伝
統
思
想
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
観

点
か
ら
再
吟
味
し
内
在
的
に
問
い
な
お
す
こ
と
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
、
在
来

の
欧
米
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
イ
ズ
ム
を
モ
デ
ル
と
し
た
キ
リ
ス
ト
教
史
の
観
点
か

ら
は
、
と
か
く
前
近
代
的
な
も
の
の
残
津
と
か
日
本
的
停
滞
性
の
指
標
と
し
て

切
り
捨
て
ら
れ
勝
ち
で
あ
っ
た
、
植
村
の
中
に
色
濃
く
見
ら
れ
る
伝
統
的
な
も

の
の
意
味
を
、
そ
の
信
仰
と
思
想
の
中
に
何
ほ
ど
か
積
極
的
に
位
置
づ
け
得
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
後
改
め
て
植
村
を
読
玖
な
お
し
て
い
く
う
ち
に
、
な
お
こ

の
小
論
で
は
充
分
に
見
通
せ
て
い
な
か
っ
た
部
分
の
あ
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
て

き
た
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
価
値
観
や
エ
ー
ト
ス
は
、
こ
れ
ま

植
村
正
久
の
世
界
ｌ
伝
統
と
信
仰
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

で
考
え
て
い
た
よ
り
も
一
層
深
い
と
こ
ろ
で
植
村
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
根
幹

に
触
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
伝
来
の
「
天
」

の
観
念
で
あ
る
が
、
植
村
に
お
い
て
は
天
と
い
う
語
は
「
畏
天
敬
神
」
と
い
う

よ
う
に
、
し
ば
し
ば
神
と
対
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
ま
た
と
き
に
は
天
と
神

の
二
語
が
交
錯
し
、
ほ
と
ん
ど
区
別
な
く
同
義
を
帯
び
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の

に
出
会
う
。
こ
の
こ
と
は
、
立
場
は
異
な
る
が
植
村
と
と
も
に
宗
教
改
革
的
信

仰
の
日
本
に
お
け
る
代
表
的
旗
手
と
目
さ
れ
て
い
る
内
村
鑑
三
に
お
い
て
は
、

天
と
い
う
語
は
た
と
え
ば
「
天
と
地
」
の
天
の
よ
う
に
被
造
世
界
の
天
を
さ
す

場
合
以
外
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
、
植
村

の
世
界
に
お
い
て
「
天
」
と
い
う
も
の
の
も
つ
特
別
の
重
承
を
暗
示
し
て
い
る

と
考
え
て
誤
り
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、
植
村
の
三
女
環
の

令
嬢
川
戸
俟
氏
に
よ
れ
ば
、
植
村
家
の
一
室
に
は
「
我
を
知
る
者
は
そ
れ
天
か
」

と
い
う
祖
裸
の
語
の
書
が
か
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
植
村
正
久
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ

る
。
さ
き
の
植
村
正
久
論
で
は
、
「
植
村
神
学
」
を
特
色
づ
け
る
と
い
わ
れ
る

「
志
」
の
問
題
を
中
心
に
、
そ
れ
と
の
か
か
わ
り
か
ら
植
村
に
お
け
る
「
罪
」

の
内
実
を
再
吟
味
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
植
村
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
強
い
倫

理
性
と
、
正
統
的
と
い
わ
れ
る
蹟
罪
信
仰
と
の
内
的
構
造
連
関
の
解
明
を
試
み

た
。
そ
の
結
果
見
え
て
き
た
も
の
は
、
植
村
の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
は
、
道
義
的

鵜
沼
裕
子
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自
己
形
成
を
目
ざ
す
「
志
」
貫
徹
の
姿
勢
と
い
う
、
そ
れ
自
体
は
決
し
て
挫
折

す
る
こ
と
の
な
い
、
強
靭
な
上
昇
志
向
の
精
神
を
基
盤
と
し
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
筆
者
の
植
村
観
自
体
は
現
在
も
変
わ
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
植
村
像
の
発
見
に
引
き
ず
ら
れ
る
形
で
、
植
村

の
信
仰
に
た
い
す
る
理
解
も
そ
の
倫
理
性
の
側
面
を
重
視
す
る
結
果
と
な
り
、

植
村
の
贈
罪
信
仰
に
承
ら
れ
る
秘
義
的
な
側
面
を
充
分
に
見
通
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
確
か
に
植
村
に
と
っ
て
罪
の
赦
し
と
は
、
単
に
彼
岸

か
ら
の
絶
対
的
恩
寵
に
よ
る
赦
罪
の
告
知
に
よ
っ
て
魂
の
平
安
を
保
証
さ
れ
る

こ
と
で
は
な
く
、
「
志
」
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
根
源
的
な
活
力
を

賦
与
さ
れ
、
人
と
し
て
の
本
来
的
生
を
全
う
し
得
る
者
と
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
た
。
だ
が
更
に
そ
の
背
後
に
は
、
十
字
架
に
お
け
る
神
子
の
受
苦
は
神

の
愛
の
発
現
で
あ
り
、
こ
の
真
理
の
体
得
は
「
敬
虐
の
秘
義
」
に
属
す
る
と
い

う
深
い
宗
教
性
を
帯
び
た
主
張
が
あ
っ
た
。
神
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
肉

降
世
、
十
字
架
上
の
死
と
復
活
に
よ
る
罪
の
蹟
い
に
神
の
愛
を
認
め
る
こ
と
が
、

あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
文
化
的
附
加
物
を
取
り
去
っ
た
後
に
残
る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰

の
核
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
日
本
の
伝
統
世
界
に
深
く
根
を
張
り
そ
こ
か
ら
養

分
を
吸
収
し
つ
つ
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
核
心
を
体
認
す
る
に
到
っ
た
植
村
正
久

の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
新
し
い
創
造
で

あ
る
と
と
も
に
、
と
か
く
表
層
的
受
容
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
近
代
日

本
の
西
欧
文
化
摂
取
の
歴
史
の
中
で
、
非
伝
統
的
精
神
の
真
の
主
体
化
が
成
し

遂
げ
ら
れ
た
稀
少
な
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
る
。

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
と
見
通
し
に
立
っ
て
、
植
村
正
久
の
信
仰
の
世
界

に
つ
い
て
、
さ
き
の
小
論
の
主
旨
を
骨
子
と
し
つ
つ
な
お
少
し
く
立
ち
入
っ
て

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
来

と
前
後
し
て
い
ち
早
く
こ
の
信
仰
に
投
じ
た
人
々
、
と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
三
ベ

ン
ド
と
称
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
者
集
団
を
形
成
し
た
青
年
た
ち
は
、
キ
リ
ス
ト
教

を
欧
米
近
代
社
会
形
成
の
精
神
的
基
盤
と
な
っ
た
宗
教
と
し
て
受
け
と
め
た
。

彼
ら
の
目
に
は
、
万
物
の
創
造
者
、
諸
価
値
の
統
一
原
理
と
し
て
唯
一
神
の
存

在
を
認
め
る
キ
リ
ス
ト
教
は
、
当
時
、
西
欧
近
代
諸
思
想
と
と
り
わ
け
自
然
科

学
に
よ
っ
て
彼
ら
の
前
に
開
示
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
啓
蒙
的
世
界
像
と
価
値
観
に

と
っ
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
宗
教
で
あ
る
と
映
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ

て
キ
リ
ス
ト
教
的
唯
一
神
は
、
急
速
に
変
化
し
て
い
く
時
代
の
中
で
交
錯
す
る
、

諸
々
の
価
値
観
を
統
一
す
る
原
理
と
し
て
、
新
し
い
世
界
像
、
世
界
観
形
成
の

か
な
め
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
。
そ
し
て
、
旧
時
代
の
諸
々
の
事
物
や
観

念
は
、
唯
一
神
へ
の
信
仰
の
名
の
も
と
に
、
あ
る
も
の
は
絶
縁
さ
れ
、
あ
る
も

の
は
再
吟
味
さ
れ
て
新
た
な
意
味
づ
け
と
と
も
に
再
統
合
さ
れ
た
の
で
あ
っ

た
。
民
間
信
仰
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
習
俗
が
前
近
代
的
迷
蒙
と
し
て
厳
し
く
拒

け
ら
れ
た
の
を
始
め
、
旧
時
代
の
秩
序
を
支
え
た
諸
々
の
観
念
は
、
必
ず
し
も

全
面
的
に
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
新
し
い
神
の
も

と
に
何
ほ
ど
か
意
味
の
問
い
な
お
し
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
中
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
天
」
の
観
念
へ
の
彼
ら
の
か
か
わ
り

方
で
あ
る
。
擬
人
化
さ
れ
何
ほ
ど
か
超
越
的
人
格
神
的
な
趣
き
を
も
っ
て
い
た

幕
末
の
天
の
思
想
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
神
信
仰
の
受
容
に
媒
体
の
役
割
を

（
２
）

果
た
し
た
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
海
老
名
弾
正
は

熊
本
洋
学
校
の
教
師
Ｌ
・
Ｌ
・
ジ
ェ
ー
ン
ズ
宅
で
の
集
会
で
初
め
て
祈
り
の
た

考
察
し
て
ゑ
た
い
と
思
う
。

一
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め
に
「
立
て
」
と
言
わ
れ
た
と
き
、
苦
し
み
迷
っ
た
末
に
、
自
分
は
自
分
な
り

に
「
天
に
謝
す
れ
ば
よ
い
」
と
自
ら
を
納
得
さ
せ
て
つ
い
に
立
っ
た
が
、
こ
れ

が
、
彼
が
神
中
心
の
生
き
方
を
掴
む
端
緒
と
な
っ
た
。
「
天
」
へ
の
一
種
の
宗

教
的
心
情
が
、
神
へ
の
人
格
的
応
答
関
係
の
確
立
へ
の
橋
わ
た
し
と
な
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
旧
来
の
天
の
権
威

が
揺
ら
ぎ
、
も
は
や
そ
れ
に
充
足
で
き
な
く
な
っ
た
結
果
、
神
が
新
た
な
依
拠

と
畏
敬
の
対
象
と
し
て
選
び
取
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
天
は
新
た
な
神

と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
不
要
と
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
啓
蒙
思
想
家
福
沢
諭

吉
を
は
じ
め
明
治
以
後
の
一
般
の
思
想
家
た
ち
の
中
で
も
天
は
な
お
さ
ま
ざ
ま

な
仕
方
で
そ
の
所
を
得
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
者
の
場
合
も
天
は
い
わ
ば
思
索

化
以
前
の
観
念
と
し
て
、
彼
ら
の
信
の
世
界
の
中
に
深
く
取
り
込
ま
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
意
味
で
の
天
を
、
新
た
な
信
仰
世
界
の
中
に
と
り
わ
け
顕
著
に
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
植
村
正
久
の
世
界
で
あ
る
。
植
村
家
の
一
室
に
か
け

ら
れ
て
い
た
と
い
う
「
我
を
知
る
者
は
そ
れ
天
か
」
の
書
は
、
恐
ら
く
偶
然
に

そ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
頭
上
に
「
天
」
の
書
を
掲
げ
、

机
上
に
聖
書
の
置
か
れ
た
一
室
は
、
ま
さ
に
植
村
正
久
の
世
界
を
象
徴
す
る
も

の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
「
わ
れ
を
知
る
も
の
は
そ
れ
天
か
と
絶
叫
せ
し

人
」
（
『
植
村
正
久
著
作
集
』
第
一
巻
二
五
九
頁
他
、
以
下
、
著
一
・
二
五
九
と

略
記
）
の
心
に
感
じ
、
「
天
の
寵
を
荷
う
」
（
著
二
・
三
七
五
他
）
者
の
自
尊
と

気
概
に
共
鳴
し
、
ま
た
「
罪
を
天
に
獲
た
り
」
（
著
五
・
一
七
三
他
）
と
岬
吟

す
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
心
の
底
流
に
潜
む
宗
教
心
が
奔
出
す
る
と
き
、
人
は

「
此
の
心
天
と
通
じ
、
正
大
の
気
神
心
相
交
感
す
る
を
覚
え
」
（
『
植
村
全
集
』

第
二
巻
四
四
二
頁
、
以
下
全
二
・
四
四
二
と
略
記
）
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
天

は
神
と
の
出
会
い
の
原
体
験
に
も
先
立
つ
も
の
と
し
て
植
村
の
自
己
形
成
を
そ

の
基
底
に
お
い
て
支
え
た
観
念
で
あ
り
、
天
を
意
識
す
る
と
き
そ
の
前
に
粛
然

と
居
住
ま
い
を
正
さ
ず
に
お
ら
れ
ぬ
心
情
こ
そ
、
植
村
を
こ
の
世
界
に
定
立
さ

せ
る
原
点
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
キ
リ
ス
ト
者
植
村
に
と
っ
て
、

天
と
神
と
の
か
か
わ
り
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
の
か
。

ま
ず
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
天
と
い
う
語
は
「
畏
天
敬
神
」
の
よ
う
に
し

ば
し
ば
神
と
対
に
な
っ
て
、
あ
る
い
は
神
と
等
置
さ
れ
る
仕
方
で
あ
ら
わ
れ
る

こ
と
に
注
目
し
た
い
。
植
村
に
と
っ
て
天
を
畏
れ
る
心
情
と
神
を
敬
う
心
は
別

の
も
の
で
は
な
く
、
畏
天
は
即
、
敬
神
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
文

章
が
あ
る
。

「
．
：
天
は
霊
覚
な
く
、
機
械
的
な
も
の
で
は
な
い
。
最
も
完
全
な
る
人
格
で

あ
る
。
人
の
霊
性
こ
れ
に
発
現
す
。
そ
の
責
任
を
負
う
も
こ
れ
に
対
し
て
の
こ

と
で
あ
る
。
そ
の
審
判
に
畏
れ
戦
き
て
、
身
の
措
き
ど
こ
ろ
を
知
ら
ぬ
の
で
あ

、

あ
し
ら

る
。
ど
う
し
て
も
神
を
人
格
と
し
て
待
遇
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
著
一
・
一
九
二
、

傍
点
筆
者
）
。

こ
の
文
の
内
容
自
体
に
つ
い
て
は
改
め
て
触
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
植
村
に

と
っ
て
天
は
万
物
を
覆
う
至
高
の
存
在
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
恐
ら
く
は
半
ば

無
意
識
の
中
に
神
と
置
き
代
え
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
か
つ
て
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
は
、
被
造
世
界
に
お
け
る
天
と
の
混

同
を
恐
れ
て
デ
ウ
ス
を
天
道
と
称
す
る
こ
と
を
拒
け
た
と
い
う
。
だ
が
植
村
の

場
合
、
「
天
の
父
」
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
の
神
を
知
っ
て
も
、
在
来
の
天
と

聖
書
の
天
と
の
〃
上
下
関
係
〃
な
ど
は
彼
の
問
う
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
そ

も
そ
も
、
在
来
の
儒
教
的
由
来
の
天
と
キ
リ
ス
ト
教
的
唯
一
神
と
の
形
而
上
学

的
異
同
な
ど
と
い
う
問
題
は
植
村
の
関
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
聖
書
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に
お
け
る
超
越
観
念
は
天
と
い
う
語
に
伴
う
想
念
を
媒
体
と
し
そ
れ
に
よ
っ
て

伝
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
植
村
の
内
面
に
お
い
て
真
に
生
命
力
を
得
、
そ
こ

に
不
動
の
地
歩
を
占
め
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
神
の
召
命

に
ふ
さ
わ
し
く
歩
む
と
い
う
意
味
の
新
約
聖
書
。
ハ
ウ
ロ
書
簡
の
一
節
（
「
エ
・
へ

（
３
）

ソ
人
へ
の
手
紙
」
四
章
一
節
）
が
、
「
天
の
寵
召
に
相
応
し
く
歩
む
」
（
著
五
・

三
四
五
他
）
こ
と
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
と
い
う
具
合
に
。
ま
た
、
天
我
を

知
る
と
い
う
こ
と
と
「
エ
ホ
ゞ
〈
よ
汝
は
我
を
探
り
我
を
知
り
給
え
り
」
（
旧
約

聖
書
・
「
詩
篇
」
）
と
は
植
村
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス

ト
者
と
し
て
の
植
村
は
、
天
と
向
き
合
い
こ
れ
を
畏
れ
敬
う
姿
勢
に
、
新
し
い

神
へ
の
信
の
態
度
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
と

言
え
よ
う
。

こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
も
と
天
の
主
宰
、
天
帝
を
意
味
し
、
漢
訳
聖
書
で

神
の
翻
訳
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
上
帝
」
が
、
と
く
に
植
村
の
文
章
に
頻
出

す
る
と
い
う
こ
と
も
、
右
の
こ
と
を
裏
書
き
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ち
な
象
に
、
内
村
鑑
三
に
お
い
て
は
「
上
帝
」
の
語
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
も
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う
に
内

村
で
は
「
天
」
と
い
う
語
自
体
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と

あ
わ
せ
て
、
植
村
と
内
村
の
両
者
に
は
背
後
に
か
な
り
異
質
な
世
界
の
拡
が
り

が
あ
り
、
正
統
的
福
音
主
義
と
い
う
共
通
の
概
念
規
定
で
は
括
り
切
れ
な
い
違

い
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
内
村
に
と
っ
て
の
神
は
、
他

の
文
化
的
価
値
や
理
念
か
ら
裁
然
と
区
別
さ
れ
る
、
異
な
る
世
界
か
ら
の
お
と

ず
れ
で
あ
っ
た
が
、
植
村
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
心
情
に
お
い
て
は
、
在

来
の
天
と
新
し
い
神
へ
の
そ
れ
と
は
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で

は
「
畏
天
敬
神
」
の
念
と
し
て
整
え
ら
れ
た
神
へ
の
信
は
、
ど
の
よ
う
な
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
の
世
界
の
構
築
へ
と
向
か
っ
た
の
か
。

天
へ
の
畏
敬
と
い
う
伝
来
の
エ
ー
ト
ス
に
よ
っ
て
培
わ
れ
、
そ
の
上
に
据
え

ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
的
唯
一
神
へ
の
信
は
、
当
時
西
欧
社
会
か
ら
移
入
さ
れ
た

新
知
識
や
諸
々
の
思
想
体
系
に
思
索
的
深
化
の
手
が
か
り
を
得
つ
つ
、
植
村
固

有
の
人
性
論
や
世
界
把
握
を
ふ
ま
え
た
独
自
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
を
結
実
さ
せ

た
。
そ
の
表
現
形
態
は
、
哲
学
的
な
体
裁
を
ま
と
っ
た
『
真
理
一
斑
』
の
よ
う

な
作
品
か
ら
評
論
、
説
教
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
一
貫
し
て

み
ら
れ
る
基
調
音
は
、
天
な
い
し
神
を
至
高
至
善
の
存
在
と
見
、
人
格
と
し
て

の
自
己
お
よ
び
世
界
の
展
開
の
中
に
そ
の
投
影
を
見
る
と
い
う
一
種
の
理
想
主

義
的
人
性
観
、
世
界
把
握
で
あ
る
。
そ
の
骨
子
は
す
で
に
さ
き
の
小
論
で
あ
と

づ
け
た
の
で
、
本
論
で
は
と
く
に
冒
頭
に
提
起
し
た
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
植
村

の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
あ
り
よ
う
を
な
お
少
し
く
吟
味
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

天
あ
る
い
は
神
と
し
て
畏
敬
さ
れ
る
対
象
の
実
体
は
ま
ず
、
世
界
と
そ
の
歴

史
、
さ
ら
に
は
宇
宙
そ
の
も
の
を
貫
く
大
い
な
る
意
志
で
あ
っ
た
。
彼
は
い
う
、

「
世
道
人
事
は
す
べ
て
人
間
以
上
の
志
に
由
り
て
支
配
せ
ら
れ
る
。
歴
史
は
そ

の
展
開
で
あ
る
」
。
こ
の
「
人
間
以
上
の
志
」
す
な
わ
ち
天
意
は
、
「
信
仰
の
側

か
ら
こ
れ
を
言
え
ば
」
「
神
の
志
」
で
あ
り
、
人
は
そ
の
「
経
倫
の
中
に
織
り

込
ま
れ
た
る
生
命
を
営
み
つ
つ
あ
る
」
。
「
世
に
は
神
の
志
が
確
か
に
遍
く
貫
通

し
て
い
る
」
（
以
上
、
著
一
・
一
九
一
、
二
）
の
で
あ
る
。

さ
て
天
は
万
物
を
等
し
く
覆
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
天
と
そ
の
経
倫
は
、

ひ
と
り
キ
リ
ス
ト
者
の
み
の
占
有
で
は
な
く
万
人
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

天
意
を
探
り
こ
れ
に
随
順
し
て
生
き
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
者
の
み
な
ら
ず
万
人

の
務
め
で
あ
る
。
古
来
の
聖
賢
は
す
べ
て
そ
の
こ
と
を
め
ざ
し
て
生
き
た
。
の

象
な
ら
ず
卜
笠
者
が
「
天
意
を
窺
い
、
そ
の
機
微
を
穿
ち
、
そ
の
経
倫
と
調
和
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せ
ん
こ
と
を
図
る
」
の
も
、
「
人
間
以
上
の
計
画
あ
る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
経

縊
の
う
ち
に
自
己
と
そ
の
生
命
と
を
編
入
し
た
し
」
（
著
一
・
一
九
二
）
と
い

う
思
い
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
方
向
自
体
は
誤
り
で
は
な
い
。
問

題
は
、
天
お
よ
び
天
意
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
て
、
い
か
に
こ
れ
と
か
か
わ

る
か
に
あ
る
。
天
は
そ
の
性
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
仕
方
に
お
い
て
か
か
わ
ら
れ

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方
向

に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
ま
ず
天
な
い
し
神
と
し
て
畏
敬
さ
れ
る
対
象
の
内
実
と
、

こ
れ
に
向
き
合
う
自
己
の
あ
り
よ
う
か
ら
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

宇
宙
万
物
を
貫
通
す
る
意
志
と
し
て
の
天
意
、
神
の
志
は
、
基
本
的
に
は
、

「
そ
の
方
針
に
従
い
、
そ
の
意
志
に
依
り
、
こ
れ
に
悦
服
し
て
進
ま
ぱ
す
な
わ

ち
善
人
と
な
る
。
こ
れ
に
逆
ら
う
時
は
悪
人
と
な
る
」
ご
と
き
、
あ
る
い
は
ま

た
「
天
に
従
う
も
の
は
栄
え
、
天
に
逆
ら
う
も
の
は
滅
ぶ
」
（
著
一
・
一
九
一

’
二
）
ご
と
き
、
善
美
の
調
和
的
秩
序
を
め
ざ
す
意
志
で
あ
っ
た
。
言
う
ま
で

も
な
く
啓
蒙
の
子
で
あ
る
植
村
の
世
界
に
は
、
機
械
的
法
則
に
従
う
物
的
自
然

と
し
て
客
体
化
さ
れ
た
自
然
界
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
神
の
超
絶
性
は
し
ば
し

ば
「
超
自
然
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
有
限
世
界
と
対
比
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
う
し
た
物
的
自
然
と
天
意
に
貫
か
れ
た
〃
生
命
的
宇
宙
〃
と
の
関
係
は
、

完
結
し
た
世
界
像
を
め
ざ
し
て
思
想
的
に
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
（
そ
う
し
た
課
題
は
そ
も
そ
も
植
村
の
関
与
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
）

総
じ
て
植
村
の
「
宇
宙
」
は
、
と
き
に
天
意
と
も
対
立
相
剋
せ
ざ
る
を
得
な
い

無
機
的
秩
序
の
下
に
置
か
れ
た
物
的
世
界
を
自
覚
的
に
内
包
す
る
も
の
で
は
な

く
、
基
本
的
に
は
善
美
の
調
和
的
秩
序
の
下
に
置
か
れ
た
完
備
し
た
有
機
的
一

体
の
世
界
で
あ
っ
た
。

だ
が
世
界
が
い
か
に
善
美
の
天
意
に
貫
か
れ
て
い
よ
う
と
も
、
植
村
の
世
界

に
お
け
る
人
間
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
己
れ
を
無
化
し
て
天
意
の
展
開
に
身
を

任
せ
う
る
存
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
当
然
、
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
と
し
て
自
立

す
る
個
人
で
あ
る
が
、
同
時
に
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
）
天
に
た
い
し
て
己

れ
を
自
覚
す
る
個
で
も
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
「
天
我
に
我
を

賦
す
。
こ
の
個
人
性
を
維
持
し
、
こ
れ
を
発
揚
し
て
、
天
に
答
う
る
は
人
の
本

分
に
あ
ら
ず
し
て
何
ぞ
や
」
（
著
五
・
三
三
三
）
。
こ
の
「
我
」
は
、
か
け
が
え

の
な
い
「
我
」
と
し
て
天
か
ら
己
れ
に
賦
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

そ
の
個
人
性
を
十
全
に
発
揚
し
て
生
き
る
こ
と
は
、
天
に
た
い
す
る
万
人
の
務

め
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
植
村
に
お
け
る
「
個
人
性
」
の
自
覚
、
い
う
な

れ
ば
近
代
的
自
意
識
と
も
言
う
べ
き
も
の
は
こ
の
よ
う
に
、
天
と
の
対
時
に
お

い
て
自
覚
さ
れ
た
意
識
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
個
と
し
て
の
自
己
の
あ
り
よ

う
も
ま
た
、
天
の
下
に
お
い
て
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
天
と
こ
れ
に
向
き
合
う
個
と
し
て
の
人
間
と
の
か
か
わ
り
は
、
道
義
的

完
全
性
と
い
う
理
念
を
介
し
て
の
緊
張
の
関
係
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
辺
の
消
息
に
つ
い
て
は
さ
き
の
小
論
に
や
や
詳
し
く
述
べ

た
の
で
本
論
に
必
要
な
範
囲
で
要
点
を
述
べ
れ
ば
、
植
村
に
お
け
る
人
間
は
、

道
義
的
自
己
完
成
と
い
う
厳
格
主
義
的
な
課
題
を
本
来
的
に
担
う
存
在
で
あ

り
、
天
な
い
し
神
は
そ
う
し
た
人
間
の
希
求
に
究
極
的
に
応
ず
る
存
在
で
あ
っ

た
。
植
村
は
、
宇
宙
万
物
を
貫
通
す
る
意
志
・
天
意
は
、
公
義
、
公
正
を
旨
と

す
る
勢
力
で
あ
る
と
信
じ
う
る
と
し
、
そ
の
根
源
に
道
義
的
自
己
完
成
を
め
ざ

す
人
間
が
渇
望
し
て
や
ま
な
い
「
完
全
な
る
人
格
」
を
見
る
。
人
は
天
的
存
在

の
投
影
と
し
て
の
道
義
の
念
を
先
在
的
に
賦
与
さ
れ
て
い
る
が
、
人
が
人
間
と

し
て
の
義
務
の
遂
行
に
身
を
挺
し
う
る
の
は
、
万
有
間
に
天
意
が
貫
通
し
、
善

と
義
が
必
ず
行
わ
れ
る
と
の
確
信
が
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
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れ
ぱ
、
自
己
完
成
に
向
け
て
の
根
源
的
活
力
を
維
持
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か

ら
で
あ
る
。
天
は
「
最
も
完
全
な
る
人
格
」
で
あ
り
、
「
人
の
霊
性
」
は
こ
こ

に
「
発
源
」
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
活
き
た
る
至
善
」
と
し
て
の
神
の
性
を

人
格
と
し
て
の
自
己
の
中
に
養
い
育
て
、
天
と
人
と
の
契
合
一
致
と
い
う
、
人

と
し
て
の
本
来
的
境
涯
に
到
達
す
る
こ
と
が
人
生
の
終
極
目
的
で
あ
り
、
か
つ

世
界
そ
れ
自
体
の
展
開
の
方
向
と
根
源
的
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

が
、
植
村
の
世
界
に
一
貫
し
て
ゑ
ら
れ
る
主
張
で
あ
っ
た
。

さ
て
植
村
に
と
っ
て
宗
教
と
は
、
そ
う
し
た
神
人
契
合
の
境
涯
の
実
現
を
め

ざ
す
道
で
あ
っ
た
。
彼
は
い
う
、
「
宗
教
は
人
間
に
勝
れ
る
も
の
の
実
在
を
認

め
、
そ
れ
と
自
己
と
の
連
絡
契
合
を
図
り
、
そ
の
成
立
す
る
や
こ
れ
に
歓
喜
し
、

こ
れ
ら
情
操
や
志
に
支
配
せ
ら
れ
る
生
活
で
あ
る
」
（
著
五
・
一
四
五
）
。
こ
こ

に
は
植
村
が
希
求
し
か
つ
「
実
験
」
的
に
確
認
し
た
宗
教
の
意
味
が
ほ
ぼ
言
い

尽
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
植
村
は
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
が
歴
史
的
な
「
進
歩

の
極
致
」
に
達
し
た
宗
教
で
あ
る
と
言
う
が
、
そ
れ
は
植
村
が
キ
リ
ス
ト
教
に
、

そ
う
し
た
人
心
の
求
め
に
最
も
適
確
に
応
ず
る
も
の
を
見
出
し
た
故
で
あ
っ

た
。

こ
こ
に
お
い
て
植
村
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
個
性
を
顕
著
に
表
わ
す
も
の
と

し
て
注
目
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
植
村
の
キ
リ
ス
ト
観
で
あ
る
。
植
村
は
右
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
の
宗
教
の
完
全
な
具
現
を
、
総
体
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
そ

の
も
の
よ
り
も
ま
ず
ナ
ザ
レ
人
イ
エ
ス
そ
の
人
に
見
た
。
彼
は
い
う
、
「
キ
リ

ス
ト
は
神
の
子
と
し
て
宗
教
を
体
得
し
て
居
ら
れ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が

す
な
わ
ち
完
全
な
る
宗
教
で
、
そ
の
絶
対
的
権
威
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
は
完
全
な
る
宗
教
の
所
有
者
で
あ
る
。
世
界
は
そ
の
も
と
に
往
い
て
こ
れ
を

学
ぶ
外
、
他
に
そ
の
途
が
な
い
の
で
あ
る
」
（
著
五
・
一
三
九
）
。
「
完
全
な
る

宗
教
」
が
教
会
制
度
や
神
学
、
信
仰
箇
条
な
ど
の
中
に
あ
る
と
主
張
す
る
の
は

誤
り
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
教
は
文
書
で
な
い
、
教
会
で
な
い
、
形
式
で
な
い
、

キ
リ
ス
ト
の
人
格
と
そ
の
円
満
に
体
得
せ
ら
れ
た
宗
教
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
が
キ
リ
ス
ト
教
の
真
髄
」
（
著
五
・
一
四
○
）
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、

日
本
の
思
想
史
に
特
有
と
い
わ
れ
る
「
人
間
信
仰
」
や
「
実
感
信
仰
」
を
見
る

こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
い
か
な
る
意
味
で
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
完

全
な
宗
教
が
具
現
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
か
。

植
村
は
新
約
聖
書
の
福
音
書
の
伝
え
る
イ
エ
ス
像
に
、
「
其
の
意
志
、
希
望
」

が
「
神
と
完
全
に
一
致
調
和
」
（
全
一
・
三
四
三
）
し
た
人
格
、
彼
の
め
ざ
す

天
意
と
の
完
全
な
合
一
に
生
き
る
具
体
的
人
格
像
を
見
た
。
「
キ
リ
ス
ト
は
人

間
に
お
い
て
神
の
化
身
し
た
る
理
想
」
（
著
五
・
一
八
四
）
で
あ
り
、
「
自
ら
の

性
格
に
お
い
て
神
を
現
わ
」
（
箸
五
・
八
○
）
し
た
。
植
村
の
い
わ
ゆ
る
「
最

も
完
全
な
る
人
格
」
は
イ
エ
ス
に
お
い
て
現
実
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
端
的

に
、
イ
エ
ス
が
「
罪
の
な
い
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
も

あ
っ
た
。
「
イ
エ
ス
は
元
来
罪
の
な
い
人
で
あ
る
。
そ
の
品
性
は
完
全
で
あ
る
。

ど
こ
に
も
欠
陥
が
な
い
。
円
満
な
人
格
で
あ
る
」
。
福
音
書
の
伝
え
る
イ
エ
ス

に
は
、
神
の
前
に
汝
し
い
と
こ
ろ
の
あ
る
様
子
が
全
く
見
ら
れ
な
い
。
人
に
そ

の
罪
を
説
い
た
イ
エ
ス
に
し
て
自
身
に
は
罪
意
識
が
皆
無
で
あ
っ
た
こ
と
は

「
実
に
驚
く
べ
き
事
実
」
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
推
し
て
も
「
主
イ
エ
ス
は
確

か
に
罪
の
な
い
人
で
あ
る
と
断
言
す
る
を
樟
ら
な
い
」
（
以
上
著
五
・
二
二
三

’
四
）
と
彼
は
い
う
。
（
蛇
足
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
植
村
の
キ
リ
ス
ト
観
を

現
代
の
聖
書
学
に
照
ら
し
て
そ
の
当
否
を
論
じ
る
こ
と
は
本
論
の
課
題
で
は
な

い
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
植
村
に
と
っ
て
イ
エ
ス
が
そ
の
よ
う
な
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
足
り
る
。
）
植
村
の
キ
リ
ス
ト
理
解
に
み
ら
れ
る
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こ
う
し
た
側
面
は
、
諸
家
の
植
村
論
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
よ
う
で

あ
る
が
、
植
村
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
論
の
成
立
に
と
っ
て
不
可
欠
の

契
機
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
少
し
く
そ
の
消
息
に
立
ち
入
っ
て
ふ

る
こ
と
と
し
た
い
。

キ
リ
ス
ト
の
〃
無
罪
性
〃
、
品
性
に
お
け
る
完
全
性
は
ま
た
、
植
村
に
と
っ

て
イ
エ
ス
の
神
性
の
確
か
な
証
左
で
も
あ
っ
た
。
イ
エ
ス
の
生
涯
は
終
始
一
貫

し
て
天
意
を
己
が
意
志
と
し
、
天
意
と
一
体
と
な
っ
て
生
き
た
生
涯
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
ま
さ
し
く
イ
エ
ス
が
「
神
の
子
」
で
あ
る
こ
と
の
疑
う
余
地
の
な
い
証

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
の
ち
に
触
れ
る
よ
う
に
「
霊
性
の
病
」
と
し
て
の
罪
に

よ
っ
て
天
か
ら
の
隔
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
人
間
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し

た
境
位
は
た
だ
無
限
の
彼
方
に
の
み
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神
に
し
て
初

め
て
現
化
し
う
る
「
霊
界
の
奇
蹟
」
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
キ
リ
ス
ト
の
神

性
」
へ
の
信
仰
告
白
が
キ
リ
ス
ト
教
的
救
済
論
の
要
諦
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し

た
こ
と
が
、
植
村
が
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
の
上
で
正
統
的
福
音
主
義
者
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
が
、
植
村
に
お
け
る
「
キ
リ
ス
ト
告
白
」

と
は
こ
の
よ
う
に
、
疑
う
余
地
の
な
い
「
明
白
な
る
事
実
」
の
承
認
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
現
代
人
と
し
て
の
我
々
が
予
想
す
る
よ
う
に
、
懐
疑
や
不
条
理
と

の
相
剋
の
中
で
人
知
の
限
界
の
彼
方
か
ら
さ
し
示
さ
れ
る
超
絶
的
啓
示
の
前
に

絶
対
帰
投
す
る
仕
方
で
な
さ
れ
る
信
仰
告
白
と
は
、
い
さ
さ
か
趣
き
を
異
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
の
イ
エ
ス
が
人

間
の
宗
教
的
営
み
に
た
い
し
て
も
つ
意
味
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の

か
。

さ
き
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
植
村
に
お
い
て
天
的
実
在
と
自
己
と
の
「
連
絡

契
合
を
図
」
る
方
向
は
、
人
性
に
内
在
し
て
至
高
至
善
の
存
在
者
の
意
志
を
反

映
す
る
機
能
、
植
村
の
い
う
「
道
念
」
の
示
す
と
こ
ろ
に
従
っ
て
生
き
る
こ
と

に
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
神
子
と
し
て
神
人
契
合
と
い
う
「
宗
教
の
極
意
」
を

「
完
全
に
体
得
」
し
た
イ
エ
ス
は
、
「
す
べ
て
の
時
代
、
す
べ
て
の
国
に
通
用

す
る
完
全
な
（
人
の
）
模
範
」
（
著
五
・
二
二
三
）
と
し
て
道
念
に
具
体
的
な

方
向
性
を
示
す
と
と
も
に
、
人
格
性
の
承
が
持
つ
感
化
力
に
よ
っ
て
道
念
に
活

力
を
与
え
、
そ
の
振
起
を
促
す
。
「
宗
教
が
人
心
を
感
化
す
る
勢
力
の
強
大
な

る
は
、
倫
理
に
あ
ら
ず
、
教
訓
に
あ
ら
ず
。
人
格
な
り
。
宗
教
的
生
活
の
す
べ

て
は
人
格
に
集
中
す
。
人
格
は
最
も
高
尚
に
し
て
最
も
剛
健
な
る
動
機
な
り
、

霊
能
の
み
霊
能
を
煥
発
す
。
人
格
の
み
人
格
を
建
設
す
。
愛
の
承
愛
を
創
造
す
。

い
か
に
万
有
に
関
す
る
高
尚
な
る
智
識
も
、
…
…
愛
情
な
き
も
の
、
い
か
で
か
、

多
恨
多
情
、
血
あ
り
涙
あ
る
人
心
を
し
て
随
喜
渇
仰
せ
し
む
る
こ
と
を
得
ん
や
」

（
著
五
・
七
八
）
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
人
格
の
感
化
力
に
押
し
出
さ
れ
て
生
き
る
こ
と
が
い
か

に
し
て
〃
信
仰
″
と
な
り
う
る
の
か
。
こ
こ
で
植
村
固
有
の
信
仰
観
を
確
認
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
信
と
は
植
村
に
お
い
て
、
語
の
二
つ
の
意
味
、
す
な

わ
ち
「
疑
は
い
こ
と
」
と
「
ま
こ
と
」
、
「
欺
か
ぬ
こ
と
」
（
『
大
言
海
』
）
の
う

ち
後
者
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
植
村
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に
い

う
「
信
仰
」
に
は
二
様
の
意
味
が
あ
る
と
い
う
。
ひ
と
つ
は
神
の
存
在
を
認
め

る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
神
へ
の
信
任
の
意
で
あ
っ
て
、
重
要
な
の
は

後
者
の
方
で
あ
る
。
た
だ
神
は
有
る
と
信
じ
る
だ
け
な
ら
「
悪
魔
と
い
え
ど
も
」

な
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
宗
教
的
生
活
に
と
っ
て
意
味
を
も
つ
信
と
は
、
朋
友

同
士
の
信
任
関
係
に
お
け
る
よ
う
に
「
互
に
相
知
り
相
信
じ
意
気
投
合
し
て
、

精
神
が
互
に
結
ば
る
」
（
全
一
・
四
四
七
）
と
い
う
意
味
に
お
い
て
神
あ
る
い

ま
こ
と

は
キ
リ
ス
ト
に
信
任
す
る
こ
と
で
あ
る
。
信
と
は
「
即
ち
信
」
な
の
で
あ
る
。
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信
仰
と
は
「
即
ち
神
の
友
と
な
る
こ
と
」
（
全
二
・
四
七
四
）
、
「
我
ら
が
耶
鰊

と
互
に
知
り
、
知
ら
れ
て
、
朋
友
と
な
る
こ
と
」
（
同
五
○
四
）
、
あ
る
い
は
、

「
神
の
友
情
に
酬
ゆ
る
人
の
誠
こ
れ
を
信
仰
と
い
う
」
（
著
七
・
一
八
七
）
な

ど
と
い
う
言
い
方
が
み
ら
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
単
な
る
比

嚥
で
は
な
く
、
植
村
の
信
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
植
村
に
と
っ
て
「
天
理
人
道
」
は
二
道
で
は
な
く
、
神
あ
る
い
は
キ
リ

ス
ト
と
の
一
体
化
と
し
て
の
「
信
仰
」
は
、
本
来
人
倫
に
属
す
る
信
任
関
係
の

究
極
的
な
昇
化
の
彼
方
に
お
い
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
「
実
に
信
仰
は
貴
い

も
の
で
あ
り
ま
す
。
其
の
理
由
を
言
へ
ぱ
、
基
督
を
信
ず
る
と
は
、
詰
り
基
督

と
一
つ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
基
督
と
心
を
合
せ
る
の
で
す
。
信
ず
る
も
の
と

基
督
と
の
間
に
、
同
じ
思
ひ
が
通
ふ
こ
と
に
な
る
。
実
に
貴
い
こ
と
で
す
、
信

仰
に
依
っ
て
我
々
は
基
督
の
思
に
入
り
、
基
督
の
精
神
と
交
は
る
の
で
す
」
（
全

一
・
四
八
○
）
。
か
く
し
て
「
宗
教
の
極
意
」
の
体
現
者
キ
リ
ス
ト
に
信
任
し

彼
と
思
い
を
通
わ
せ
て
生
き
る
者
に
は
、
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
神
と
の
一
致
契

合
と
い
う
、
人
と
し
て
の
本
来
性
を
実
現
す
る
道
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
る
の

で
あ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
限
り
、
植
村
の
世
界
を
貫
く
も
の
は
き
わ
め

て
倫
理
性
の
強
い
上
昇
志
向
の
精
神
で
あ
り
、
天
的
な
力
の
介
入
も
、
そ
れ
を

希
求
す
る
厳
格
主
義
的
な
精
神
の
あ
る
と
こ
ろ
で
初
め
て
活
動
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
だ
が
、
天
的
存
在
と
の
彼
我
一
体
の
境
涯
は
、
決
し
て
単
純
に
「
人
類

の
理
想
」
イ
エ
ス
に
な
ら
う
こ
と
で
ス
ト
レ
ー
ト
に
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
天
を
畏
れ
る
自
我
に
は
、
天
の
寵
を
荷
う
者
と
し
て
の
自
尊

の
背
後
に
常
に
「
罪
を
天
に
獲
た
り
」
と
い
う
岬
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
神

と
の
一
致
契
合
と
い
う
人
と
し
て
の
本
来
性
の
実
現
を
め
ざ
す
個
は
、
ひ
る
が

え
っ
て
己
れ
の
現
実
を
か
え
り
ゑ
る
と
き
、
自
己
の
未
完
性
の
自
覚
か
ら
神
と

自
己
と
の
隔
絶
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
を
植
村
は
聖
書
の
い
う
罪
と

受
け
と
め
る
。
し
か
も
こ
の
罪
の
力
は
人
力
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
束
縛
、

「
霊
性
の
病
」
で
あ
っ
た
。
植
村
に
と
っ
て
天
が
無
力
と
な
り
、
否
定
的
に
語

ら
れ
る
も
の
と
な
る
の
は
、
罪
の
問
題
が
介
入
す
る
と
き
で
あ
る
。
人
格
を
持

た
ぬ
天
は
こ
の
人
の
坤
吟
に
た
い
し
て
応
答
し
な
い
。
「
天
は
理
の
み
。
罪
を

天
に
獲
れ
ば
祈
る
所
な
し
」
（
著
五
・
二
一
七
他
）
な
の
で
あ
る
。
植
村
は
こ

の
罪
を
究
極
的
に
処
理
す
る
力
、
す
な
わ
ち
罪
の
克
服
へ
の
人
間
的
努
力
に
根

源
的
な
活
力
を
与
え
る
力
を
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
と
、
と
り
わ
け
十
字

架
上
の
犢
罪
の
業
に
見
た
。
以
上
は
さ
き
の
小
論
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
要
点
で

あ
る
が
、
な
お
罪
と
そ
の
贈
い
に
関
す
る
植
村
の
理
解
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
き
の

小
論
で
は
充
分
に
見
通
せ
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

か
つ
て
あ
る
折
に
、
植
村
の
い
う
罪
は
、
意
識
と
し
て
は
「
恥
」
に
近
い
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
土
居
健
郎
は

そ
の
著
『
「
甘
え
」
の
構
造
』
の
中
で
恥
を
め
ぐ
る
Ｄ
・
ポ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
の

次
の
よ
う
な
言
葉
を
紹
介
し
、
「
こ
れ
は
恥
に
つ
い
て
の
。
ヘ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
皮

相
的
見
解
に
比
し
、
何
と
ま
た
深
い
省
察
で
あ
ろ
う
」
と
の
べ
て
い
る
。

「
恥
は
人
間
が
根
元
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
口
に
い
い
尽
せ
な

い
想
起
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
隔
離
に
対
す
る
悲
し
ゑ
で
あ
り
、
根
元
と
の
一

致
に
戻
り
た
い
と
い
う
無
力
の
願
望
で
あ
る
。
…
恥
は
自
責
よ
り
も
っ
と
根
元

（
４
）

的
な
の
で
あ
る
。
」

こ
の
、
〃
根
元
か
ら
の
隔
離
に
た
い
す
る
悲
し
ゑ
“
と
い
う
恥
の
と
ら
え
方

は
、
「
罪
悪
は
人
と
神
と
の
隔
絶
で
あ
る
」
（
著
四
・
三
○
五
）
と
い
う
植
村
の

罪
意
識
に
重
な
る
。
罪
の
結
果
と
し
て
苦
痛
を
味
わ
う
者
は
、
「
己
が
苦
痛
な

一

一

○



ど
よ
り
も
…
…
神
と
自
己
と
の
交
通
が
傷
け
ら
れ
た
る
」
こ
と
を
、
す
な
わ
ち

「
根
元
か
ら
離
れ
て
い
る
こ
と
」
を
、
「
何
よ
り
も
恐
ろ
し
く
、
悲
し
く
感
ず

べ
き
筈
」
（
全
二
・
一
九
七
）
な
の
で
あ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
な
植
村
の
人
性
観
の
下
で
は
本
来
的
な
罪
人
は
存
在
せ

ず
、
従
っ
て
こ
の
根
源
的
な
も
の
か
ら
の
隔
絶
は
決
し
て
人
間
存
在
の
根
本
構

造
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
神
人
を
隔
離
さ
せ
る
力
そ
の
も
の
は
人
力
で
は

い
か
ん
と
も
し
難
い
「
霊
性
の
病
」
、
「
人
生
の
届
疾
」
で
あ
る
ゆ
え
に
、
そ
の

隔
絶
は
人
力
で
は
埋
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
深
淵
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
は
そ

の
こ
と
を
体
認
し
つ
つ
も
な
お
根
源
と
の
一
致
の
回
復
を
渇
望
せ
ず
に
は
お
ら

れ
な
い
。
キ
リ
ス
ト
者
植
村
の
最
も
深
い
苦
の
理
由
は
こ
こ
に
あ
っ
た
。

こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
克
服
、
窮
地
か
ら
の
脱
出
を
可
能
と
す
る
力
を
植
村
は
、

神
子
の
受
苦
に
お
い
て
発
現
す
る
神
の
愛
に
求
め
た
。
そ
の
消
息
は
以
下
の
ご

と
く
で
あ
る
。
「
完
全
な
る
品
性
」
で
あ
る
神
は
善
を
嘉
し
悪
を
憎
む
神
で
も

あ
る
。
善
を
愛
し
た
と
し
て
も
、
悪
に
た
い
し
て
は
こ
れ
を
偶
れ
む
の
み
で
、

に
く

「
悪
を
悪
玖
、
不
義
を
排
斥
し
、
汚
れ
を
厭
ひ
、
否
な
之
を
憤
る
の
心
な
き
」

も
の
は
、
む
し
ろ
阿
弥
陀
如
来
の
た
ぐ
い
で
あ
っ
て
「
聖
書
の
神
、
基
督
の
父
」

で
は
な
い
。
善
悪
の
別
を
暖
昧
に
し
て
全
て
を
包
み
込
む
愛
は
真
正
の
愛
で
は

き
よ

な
い
。
神
の
愛
は
「
斎
潔
き
愛
」
、
「
差
別
的
の
愛
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
神
の
「
斎
潔
き
愛
」
の
背
後
に
控
え
て
い
る
の
は
神
の
「
斎
潔

き
怒
り
」
で
あ
る
。
「
善
を
行
ふ
に
忠
実
な
る
も
の
」
に
満
足
し
、
こ
れ
を
嘉

す
る
神
は
、
「
悪
に
対
し
て
は
非
難
し
、
反
抗
し
、
排
斥
し
、
慨
嘆
し
、
否
な

憤
怒
し
て
、
其
の
熱
情
烈
火
の
如
く
に
燃
え
、
罪
人
は
面
を
向
け
難
く
感
ぜ
ず

ん
ば
あ
ら
ざ
る
な
り
」
（
以
上
、
全
二
・
三
五
九
’
六
○
）
と
い
う
激
し
い
怒

り
の
神
で
も
あ
る
。
罪
に
よ
っ
て
「
神
と
隔
絶
す
る
こ
と
」
は
「
即
ち
其
の
怒

に
触
る
る
こ
と
」
（
全
二
・
一
九
六
）
で
あ
る
。
ゆ
え
に
神
の
愛
は
罪
悪
を
不

問
に
附
し
た
ま
ま
全
て
を
赦
す
愛
で
は
な
い
。
信
仰
主
体
の
側
に
と
っ
て
は
、

全
て
の
苦
痛
、
災
い
に
ま
さ
っ
て
「
最
も
恐
る
べ
き
も
の
」
は
こ
の
よ
う
な
も

の
と
し
て
の
神
の
怒
り
に
触
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
赦
罪
と
は
、
「
罪

人
と
其
の
罪
と
に
対
す
る
神
の
大
い
な
る
反
感
、
恐
る
べ
き
隔
絶
を
意
味
す
る

所
の
其
の
怒
は
如
何
に
し
て
之
を
除
き
去
る
を
得
べ
き
か
」
と
い
う
課
題
と
な

る
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
神
の
怒
り
の
根
源
で
あ
る
罪
悪
の
力
を
処
理
し
得
ぬ
限

り
、
「
如
何
な
る
工
夫
も
一
時
の
彌
縫
に
過
ぎ
ず
、
結
局
は
何
の
役
に
も
立
た

ぬ
」
（
全
二
・
一
九
六
）
の
で
あ
る
。
他
界
か
ら
の
絶
対
的
一
方
的
な
義
認
の

告
知
に
よ
っ
て
魂
の
平
安
を
享
受
す
る
と
い
う
類
の
信
仰
は
宗
教
的
生
活
の
実

質
に
と
っ
て
何
の
意
味
も
持
た
ぬ
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

根
源
か
ら
の
隔
離
と
し
て
の
罪
意
識
を
持
つ
者
の
求
め
に
真
に
応
じ
得
る
愛

は
、
怒
り
そ
の
も
の
が
愛
の
発
現
で
も
あ
る
と
い
う
不
条
理
を
含
む
愛
で
あ
る
。

一
方
、
神
と
の
一
致
の
回
復
を
本
来
的
に
渇
望
し
つ
つ
も
人
を
し
て
根
源
か
ら

引
き
離
す
力
と
し
て
の
罪
を
不
可
避
的
に
負
う
人
間
に
と
っ
て
、
罪
悪
は
ま
さ

に
論
理
的
な
解
釈
の
埒
外
に
あ
る
「
人
生
の
秘
義
」
（
著
四
・
三
○
六
）
で
あ

る
。
罪
悪
が
人
生
の
秘
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
日
常
生
活
の
意
識

の
中
で
経
験
さ
れ
る
単
な
る
悔
恨
や
道
徳
的
な
自
責
の
念
と
は
異
な
っ
て
、
全

人
と
し
て
の
魂
の
深
承
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
背
理
的
な
力
で
あ
る
こ
と
を
表

白
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
植
村
に
お
い
て
、
そ
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
の
罪
意
識
の
体
認
を
可
能
と
し
た
経
験
的
な
基
盤
は
、
こ

こ
で
も
天
に
対
崎
す
る
も
の
と
し
て
の
自
己
を
土
壌
と
し
て
全
人
的
に
整
え
ら

れ
た
厳
格
主
義
的
な
エ
ー
ト
ス
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
人
間
存
在
の
背
理
的
な
状
況
を
解
消
し
、
そ
の
本
来
的
な
あ
り
よ

一
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う
を
回
復
さ
せ
得
る
力
は
、
論
理
に
よ
る
教
示
や
単
な
る
人
格
的
感
化
力
に
は

求
め
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
植
村
は
神
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
受
苦
と
死
に
、

そ
う
し
た
人
心
の
求
め
に
究
極
的
に
応
じ
得
る
神
の
愛
の
発
現
を
見
た
。
キ
リ

ス
ト
の
十
字
架
上
の
死
の
意
味
は
次
の
言
葉
に
集
約
さ
れ
る
。

「
神
は
愛
な
り
。
斎
潔
き
愛
な
り
。
彼
は
人
類
を
罪
悪
の
ま
ま
に
放
棄
す
る

こ
と
能
は
ず
。
其
の
滅
び
ん
と
す
る
を
自
己
の
損
失
と
し
て
、
切
に
悲
し
む
と

こ
ろ
の
父
な
り
。
彼
は
其
の
限
り
な
き
斎
潔
き
愛
よ
り
人
を
救
ふ
の
道
を
開
き
、

自
ら
人
類
の
罪
の
重
荷
を
背
負
ひ
、
己
が
独
り
子
を
以
て
、
其
の
十
字
架
の
死

に
由
り
て
、
之
を
救
は
れ
た
り
」
（
全
二
・
三
六
八
）
。

こ
の
説
き
方
は
一
見
す
る
と
き
わ
め
て
正
統
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
れ
と
い

っ
た
特
徴
を
指
摘
し
難
い
、
福
音
主
義
的
信
仰
の
〃
模
範
的
″
な
表
現
で
あ
る

よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
以
上
に
見
て
き
た
よ

う
な
植
村
の
世
界
へ
の
基
本
理
解
を
ふ
ま
え
な
が
ら
読
む
な
ら
ば
、
罪
の
赦
し

を
め
ぐ
る
こ
の
正
統
的
な
教
説
の
背
後
に
は
、
植
村
の
個
性
に
由
来
す
る
特
色

を
明
白
に
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
キ
リ
ス
ト
は
罪
の
桂
桔
に
喘

ぐ
人
類
へ
の
深
い
愛
の
共
感
か
ら
、
人
類
に
代
っ
て
そ
の
罪
を
負
い
、
十
字
架

上
の
苦
に
よ
っ
て
神
の
怒
り
を
引
き
受
け
た
。
こ
れ
こ
そ
「
道
義
の
極
致
、
宗

教
の
奥
義
」
（
全
二
・
三
六
九
）
で
あ
り
、
神
を
真
に
歓
喜
さ
せ
、
そ
の
怒
り

を
解
く
と
こ
ろ
の
「
美
は
し
き
祭
り
」
で
あ
っ
て
、
「
罪
を
天
に
獲
た
る
者
彼

そ
な
へ
も
の

等
自
身
が
、
神
に
献
ぐ
る
こ
と
を
得
ざ
り
し
斎
潔
き
祭
物
は
、
見
事
耶
麻
に
由

り
て
献
げ
ら
れ
た
」
（
同
・
三
六
六
）
の
で
あ
る
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
が
人

類
に
代
る
こ
と
に
よ
り
、
人
類
は
己
が
罪
の
た
め
に
神
に
献
ぐ
べ
き
祭
り
を
、

イ
エ
ス
に
お
い
て
献
げ
た
。
か
く
し
て
背
理
的
状
況
に
置
か
れ
た
人
類
の
果
た

す
べ
き
「
特
殊
な
る
道
義
」
は
イ
エ
ス
と
そ
の
十
字
架
に
お
い
て
余
す
と
こ
ろ

な
く
完
う
さ
れ
た
。
「
人
類
は
其
の
本
体
な
る
耶
麻
基
督
に
於
て
罪
滅
し
の
一

大
事
を
結
了
」
（
同
・
三
六
九
）
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
イ
エ
ス
に
全
巾
の
信

任
を
置
く
と
き
、
人
の
罪
の
赦
し
は
す
で
に
成
就
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
罪
が

処
理
さ
れ
た
事
実
へ
の
感
泣
が
神
人
契
合
へ
の
根
源
的
な
活
力
と
な
る
。
こ
こ

に
、
怒
り
を
内
包
す
る
神
の
背
理
的
な
愛
が
神
自
身
の
受
苦
を
と
お
し
て
秘
義

的
に
貫
徹
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
相
良
亨
氏
は
、
キ
リ
ス
ト
が
「
武
士
」
植
村
を
〃
魅
了
〃
し
た
ゆ
え

ん
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
筆
者
の
問
い
に
た
い
し
て
「
十
字

架
」
で
は
な
い
か
と
思
う
と
答
え
ら
れ
、
さ
ら
に
、
し
か
し
そ
れ
で
は
倫
理
の

し
雷
ヘ
ル
の
こ
と
に
な
る
が
、
と
つ
け
加
え
ら
れ
た
。
武
士
に
お
け
る
「
死
の
覚

悟
」
は
「
十
字
架
」
と
の
共
鳴
盤
と
な
り
得
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
思
わ

れ
た
。
勿
論
、
植
村
に
お
け
る
十
字
架
は
武
士
的
な
死
の
覚
悟
と
ス
ト
レ
ー
ト

に
重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
が
人
類
の
罪
を
引

き
受
け
、
そ
の
減
し
の
た
め
の
苦
痛
を
潔
く
負
っ
た
と
い
う
表
現
は
深
い
意
味

で
の
倫
理
性
に
照
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
像
に
武
士
的
な
エ
ー

ト
ス
を
感
じ
と
る
こ
と
も
そ
れ
ほ
ど
外
れ
て
は
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。植

村
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
は
、
伝
来
の
エ
ー
ト
ス
を
土
台
と
す
る
「
霊
性
上

の
渇
望
」
に
応
じ
、
こ
れ
を
充
た
す
仕
方
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え

そ
れ
は
、
右
の
よ
う
な
伝
統
の
影
を
随
所
に
色
濃
く
留
め
る
も
の
で
あ
り
、
彼

の
救
済
論
を
形
成
す
る
諸
契
機
の
理
解
の
仕
方
に
は
、
果
た
し
て
聖
書
の
原
意

に
そ
う
も
の
で
あ
る
か
否
か
が
疑
問
に
思
わ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
（
も

と
も
と
植
村
に
お
け
る
思
想
化
の
方
法
は
、
個
々
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
聖
書

の
教
示
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
聖
書
を
人
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生
論
的
に
読
み
解
い
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
）
し
か
し
な

が
ら
そ
う
し
た
独
自
の
経
路
を
通
り
な
が
ら
も
植
村
は
、
神
子
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
の
十
字
架
に
お
け
る
罪
の
赦
し
に
神
の
愛
の
発
現
を
み
る
と
い
う
、
キ
リ

ス
ト
教
信
仰
の
根
幹
を
明
確
に
主
体
化
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
植
村
が
自
ら

の
経
験
的
基
盤
か
ら
拓
い
た
独
自
の
道
は
、
か
え
っ
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に

お
け
る
ひ
と
つ
の
新
し
い
創
造
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
以
上
に
よ
っ

て
冒
頭
に
提
起
し
た
課
題
の
考
察
は
ほ
ぼ
な
し
了
え
た
と
思
う
。

（
２
）
と
り
わ
け
陽
明
学
に
お
け
る
天
の
観
念
が
キ
リ
ス
ト
教
的
唯
一
神
信
仰

の
受
容
へ
の
道
を
備
え
た
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
隅
谷
三
喜
男
『
近
代
日

本
の
形
成
と
キ
リ
ス
ト
教
』
一
九
六
一
年
二
六
’
八
頁

（
３
）
当
該
箇
所
は
、
明
治
の
翻
訳
委
員
会
訳
に
よ
れ
ば
「
な
ん
ぢ
ら
召
さ
れ

カ
ナ
上

し
召
に
符
て
行
は
ん
こ
と
を
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
）
土
居
健
郎
「
「
甘
え
」
の
構
造
』
昭
和
四
六
年
弘
文
堂
、
五
七
’
八
頁

（
聖
学
院
大
学
教
授
）

へ

1

収、-〆 注
鵜
沼
裕
子
『
近
代
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
た
ち
』
一
九
八
八
年
所
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