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日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
叙
述
の
一
視
点

ー
思
想
史
と
実
証
史
の

H

溝
μ

を
め
ぐ
っ
て
|

鵜
沼

裕
子

昨
年
の
一
一
月
、
聖
学
院
大
学
出
版
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
の
諸
相
』
の
序
論
と
し
て
、
編
著
者
の
高
橋
昌
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郎
氏
が
「
日
本
史
研
究
か
ら
み
た
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
」
と
題
す
る
論
考
を
執
筆
さ
れ
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
方
法
に
つ
い
て
ひ
と
つ

の
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
提
言
を
さ
れ
て
い
る
。
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
は
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
や
視
点
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ

ま
で
多
く
の
場
合
、
そ
こ
で
は
ひ
と
つ
の
基
本
的
な
視
座
が
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
界
史
に
お
け
る
キ
リ

ス
ト
教
の
絶
対
的
優
越
性
へ
の
確
信
に
立
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
、
福
音
が
在
来
の
諸
価
値
と
戦
い
つ
つ
そ
の
普
遍
性
を
実
現
し

て
い
く
宣
教
の
過
程
と
と
ら
え
、
そ
の
記
述
を
も
っ
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
当
然
の
こ

と
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
伝
統
的
・
世
俗
的
諸
価
値
の
対
置
と
い
う
図
式
が
考
察
の
大
前
提
と
さ
れ
る
。
高
橋
氏
は
同
論
考
に
お
い
て
、

そ
う
し
た
前
提
に
た
つ
考
察
が
、
こ
れ
ま
で
や
や
も
す
れ
ば
歴
史
的
事
実
の
中
立
公
正
な
認
識
を
妨
げ
て
き
た
こ
と
を
、
実
証
史
家
の
立

場
か
ら
正
当
に
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
同
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
理
念
史
な
い
し
宣
教
史
的
な
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
史
を

扱
お
う
と
す
る
人
々
は
、
こ
れ
ま
で
実
証
史
家
に
よ
る
研
究
成
果
に
は
あ
ま
り
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
の
み
か
、
そ
こ
に
は
時
と
し
て
、



そ
う
し
た
ク
ー
ル
な
見
方
に
く
み
す
る
こ
と
を
樺
る
よ
う
な
雰
囲
気
さ
え
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
し
た
姿
勢
が
、

日

本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
に
と
っ
て
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
今
後
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
が
、

も
ろ
も
ろ
の
学
問
的
批
判
に
耐
え
う
る
も
の
と
し
て
成
長
し
て
い
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
広
く
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
の
研
究
に
虚
心
に
学
び
、

そ
の
成
果
を
取
り
入
れ
て
い
く
姿
勢
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
は
決
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
史
が
実
証
史
に
解
消
す

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
理
念
的
な
も
の
や
価
値
的
な
も
の
の
歴
史
に
お
け
る
意
味
を
問
う
こ
と
な
し
に
は
、

そ
も
そ
も
思
想
に
関
す
る
歴
史
叙
述
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
、
高
橋
氏
の
指
摘
を
き
っ
か
け
に
、
こ
う
し

た
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
考
え
る
こ
と
の
二
、
三
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
ま
ず
高
橋
氏
の
主
張
の
ポ
イ
ン
ト
を
、
本
論
に
関
係
の
あ
る
範

囲
で
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

氏
は
例
と
し
て
ま
ず
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
の
高
札
撤
去
の
い
き
さ
つ
を
め
ぐ
る
見
方
を
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
従
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来
、
伝
道
史
な
い
し
外
交
史
の
視
点
か
ら
の
説
明
が
い
わ
ば
定
説
と
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
維
新
政
府
が
依
然
と
し
て
旧
幕
府
時
代

の
禁
教
政
策
を
踏
襲
し
て
浦
上
信
徒
へ
の
大
弾
圧
を
行
っ
た
こ
と
が
諸
外
国
と
の
外
交
問
題
に
発
展
し
、
こ
れ
が
直
接
の
引
き
金
と
な
っ

て
明
治
新
政
府
は
高
札
撤
去
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
見
方
の
背
景
に
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
神

道
国
教
主
義
に
立
つ
政
府
要
人
の
キ
リ
ス
ト
教
邪
教
観
対
欧
米
近
代
国
家
の
キ
リ
ス
ト
教
、
と
い
う
対
立
図
式
が
控
え
て
い
る
。
氏
は
、

当
時
の
圏
内
状
況
を
背
景
と
し
た
政
治
政
策
史
の
立
場
か
ら
こ
の
間
題
を
見
る
と
き
、
こ
う
し
た
図
式
が
必
ず
し
も
成
り
立
た
な
い
こ
と

を
、
鈴
木
裕
子
の
論
文
「
明
治
政
府
の
キ
リ
ス
ト
教
政
策
」
(
『
史
学
雑
誌
』
八
六
編
二
号
、

一
九
七
七
)
に
拠
り
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に

説
明
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
廃
藩
置
県
以
前
の
政
府
は
弱
体
で
、
自
ら
の
統
一
見
解
を
持
つ
ほ
ど
の
権
力
は
持
た
な
か
っ
た
。
浦
上
信
徒
の

総
配
流
は
、
援
夷
論
者
や
不
平
士
族
な
ど
反
政
府
分
子
の
動
き
を
恐
れ
た
政
府
の
威
信
を
守
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
四

年
三
月
に
な
る
と
、
こ
れ
ら
反
政
府
活
動
は
鎮
圧
さ
れ
た
。
同
年
七
月
、
廃
藩
置
県
に
よ
り
中
央
集
権
が
実
現
し
、
そ
こ
に
政
策
転
換
が



行
わ
れ
た
。
五
年
一
月
一
四
日
、
井
上
馨
か
ら
正
院
へ
浦
上
村
の
信
徒
を
赦
免
す
べ
し
と
い
う
意
見
書
が
出
さ
れ
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ

も
政
策
の
転
換
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
同
年
三
月
一
四
日
神
祇
省
廃
止
、
教
部
省
設
置
、

キ
リ
ス
ト
教
の
排
斥
を
直
接
目
的
と

し
た
宣
教
使
の
廃
止
と
続
き
、
あ
と
は
六
年
二
月
の
高
札
撤
去
に
向
け
て
手
順
を
踏
む
だ
け
で
あ
る
。
以
上
が
、
高
橋
氏
の
紹
介
に
よ
る

「
鈴
木
論
文
」
の
趣
旨
で
あ
る
。
氏
は
こ
の
解
釈
を
承
認
し
つ
つ
、
こ
と
の
い
き
さ
つ
が
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

カ
ト
リ
ッ
ク

信
者
の
戦
い
が
高
札
撤
廃
を
勝
ち
取
っ
た
と
か
、
欧
米
近
代
国
家
が
明
治
政
府
の
邪
教
観
を
打
破
し
た
と
い
う
よ
う
な
見
方
は
、
間
違
い

と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
歴
史
的
事
実
の
認
識
と
し
て
は
一
面
的
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

高
橋
氏
は
同
様
の
視
点
か
ら
さ
ら
に
、
幕
府
お
よ
び
明
治
新
政
府
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
と
の
関
係
に
言
及
さ
れ
る
。
幕
末
、
禁

教
下
に
来
日
し
た
宣
教
師
た
ち
は
、
邪
教
観
と
迫
害
の
下
、
困
難
な
条
件
に
耐
え
つ
つ
、
英
語
教
授
な
ど
を
し
な
が
ら
ひ
た
す
ら
時
の
至

る
の
を
待
っ
て
い
た
、
と
い
う
の
が
従
来
の
一
般
的
な
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
当
局
と
宣
教
師
と
の
間
に
は
、
こ
れ
と
は
か
な
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り
異
な
る
局
面
も
あ
っ
た
。
氏
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
当
局
と
の
聞
で
い
わ
ゆ
る
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
、
が
生
じ
て
い
た
の
と
は
対
照
的
に
、

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
む
し
ろ
長
崎
奉
行
所
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
た
い
と
さ
れ
、
そ
の
役
割
を
果
た
し
た
者
と
し
て
最

初
に
来
日
し
た
宣
教
師
の
一
人
で
あ
る

G
・
F
・
フ
ル
ベ
ッ
キ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

フ
ル
ベ
ッ
キ
は

幕
府
が
長
崎
に
設
立
し
た
英
語
伝
習
所
の
後
身
済
美
館
と
、
佐
賀
藩
が
長
崎
に
設
立
し
た
致
遠
館
で
英
語
な
ど
を
教
え
た
が
、
そ
の
門
下

に
は
、
佐
賀
藩
、
ば
か
り
で
な
く
薩
摩
・
長
州
の
藩
土
も
お
り
、
そ
の
中
に
は
、
大
隈
重
信
、
副
島
種
臣
、
江
藤
新
平
、
伊
藤
博
文
、
大
久

保
利
通
ら
が
名
を
連
ね
て
い
た
。
そ
の
後
フ
ル
ベ
ッ
キ
は
大
隈
ら
の
推
薦
で
明
治
政
府
に
招
か
れ
、
明
治
二
年
、
開
成
学
校
の
教
師
と

な
っ
て
近
代
化
政
策
の
推
進
に
貢
献
し
た
こ
と
も
、
す
で
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
氏
は
、
明
治
政
府

は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
し
て
は
秩
序
を
乱
す
も
の
と
し
て
警
戒
し
た
が
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
に
対
し
て
は
恐
怖
心
を
抱
く
こ
と
は
な
く
、

ま

た
、
明
治
政
府
が
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
直
接
に
圧
力
を
か
け
た
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
仏
教
や
神
社
か
ら
突
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
の



で
あ
り
、
基
本
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
と
在
来
宗
教
と
の
対
立
と
見
た
ほ
う
が
よ
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
国
内
状
況

を
勘
案
し
つ
つ
こ
と
を
い
ま
少
し
広
い
視
野
で
見
渡
す
な
ら
、
少
な
く
と
も
対
政
府
の
関
係
で
は
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
、
こ
と
に
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
は
、
こ
れ
ま
で
一
般
に
抱
か
れ
て
い
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
な
り
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え

て
く
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
の
場
合
で
あ
る
が
、
同
じ
く
高
橋
氏
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
実
証
史
学
の
成
果
を
あ
ま
り
顧
み
ず
、
宗
教
史

な
い
し
思
想
史
的
見
方
を
重
視
す
る
傾
向
は
、

キ
リ
シ
タ
ン
史
の
研
究
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
安
野
真

幸
『
パ
テ
レ
ン
追
放
令
』
(
日
本
エ
デ
ィ
タ
l
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、

一
九
八
九
)
は
、
関
係
史
料
の
綿
密
な
考
証
分
析
か
ら
、
秀
吉
に
よ
る

「
パ
テ
レ
ン
追
放
令
」
発
布
の
原
因
は
、
従
来
の
通
説
の
よ
う
に
、
「
霊
的
な
征
服
」
の
場
と
し
て
の
教
会
領
長
崎
の
存
在
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
「
キ
リ
シ
タ
ン
一
挟
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
論
証
し
、
秀
吉
は
、
布
教
と
貿
易
の
一
体
化
を
も
と
に
日
本
に
迫
っ
て
く
る
ポ

ル
ト
ガ
ル
や
イ
エ
ズ
ス
会
等
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
に
対
し
て
「
貿
易
は

Y
e
s、
布
教
は

N
o」
と
い
う
形
で
、

ひ
と
つ
の
主
体
的
な
選
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択
を
行
っ
た
の
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
尾
藤
正
英
の
見
解
(
「
十
六
世
紀
末
の
日
本
と
〈
侵
略
〉
」
『
学
土
会
会
報
』
入

O
四
号
、

九
九
四
)
も
同
様
に
、
秀
吉
の
キ
リ
シ
タ
ン
対
策
を
政
治
政
策
の
面
か
ら
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
当
時
の
園
内
圏
外
情
勢
の
敏
密
な
分

析
に
も
と
づ
い
て
、
秀
吉
の
対
外
・
対
内
政
策
は
、
い
ず
れ
も
漸
く
成
立
し
た
国
家
体
制
の
安
定
的
な
維
持
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ

一
六
三

0
年
代
に
完
成
し
た
鎖
国
令
は
、
キ
リ
ス
ト
教
〈
カ
ト
リ
ッ
ク
)
を
邪
教
と
み
る
立
場
か
ら
、
そ
の
布
教
に
熱
心
な

た
と
す
る
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
来
航
と
、
そ
れ
を
誘
導
す
る
可
能
性
の
あ
る
日
本
人
の
海
外
渡
航
を
禁
止
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
邪

教
観
の
根
拠
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
お
よ
び
ス
ペ
イ
ン
人
が
ア
ジ
ア
各
地
で
政
治
的
侵
略
を
進
め
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
、
と
し

て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
実
証
的
研
究
が
世
に
関
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

一
般
的
に
は
依
然
と
し
て
秀
吉
の
い
わ
ゆ
る
「
神
国

思
想
」
が
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
を
排
除
し
た
と
い
う
「
思
想
史
的
」
説
明
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
高
橋
氏
は
、

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
立
場



か
ら
す
る
研
究
が
、
こ
の
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
と
も
す
れ
ば
宗
教
上
な
い
し
思
想
上
の
理
由
か
ら
の
み
解
釈
し
が
ち
で
あ
る
と
い

う
傾
向
に
た
い
し
て
、
こ
う
し
た
実
証
史
学
の
研
究
成
果
に
も
十
分
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
と
注
意
を
促
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

実
際
、
政
治
政
策
史
的
な
見
方
の
導
入
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
見
え
な
か
っ
た
部
分
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
歴
史

の
真
相
に
よ
り
近
づ
く
こ
と
を
得
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
社
会
情
勢
の
客
観
的
な
分
析
に
も
と
づ
く
実
証
的
研
究
よ
り
も
、
と
か
く
宗
教
上
な
い
し
信
仰
や
思
想
上
の
見
方
を
優
先
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
記
述
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
傾
向
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
時
と
し
て

H

事
実
H

と
は
い
さ
さ
か
ズ
レ
た
見
方
が
優
先
し
、
通
説
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
、

キ
リ
ス
ト
教
的

価
値
の
普
遍
性
・
絶
対
姓
へ
の
素
朴
な
確
信
が
控
え
て
い
た
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
、
神

が
日
本
と
い
う
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
中
で
、
諸
々
の
事
象
に
お
け
る
普
遍
的
価
値
と
し
て
そ
の
聖
旨
を
現
し
て
い
く
過
程
と
と
ら
え
る
、
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と
い
う
考
え
方
は
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
に
お
い
て
基
本
的
な
視
座
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
が
、
福
音
が
在
来
の
事
物
を
克
服
し
つ
つ
そ
の
普
遍
性
を
実
現
し
て
い
く
(
あ
る
い
は
逆
に
、
伝
統
的
価
値
や

世
俗
的
権
力
に
よ
っ
て
そ
の
実
現
を
妨
げ
ら
れ
る
〉
過
程
で
あ
る
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
極
端
に
い
え
ば
そ
の
記
述
の

シ
ナ
リ
オ
は
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
関
係
史
料
は
す
べ
て
、
こ
の
基
本
的
構
想
に
そ
う
方
向
に
読
み
解
か
れ

て
い
く
。
福
音
に
よ
る
日
本
の
近
代
化
の
推
進
が
聖
旨
の
指
し
示
す
方
向
で
あ
る
と
確
信
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

的
文
化
価
値
と
前
近
代
的
な
も
の
の
考
え
方
や
世
俗
的
権
力
と
の
対
立
図
式
が
大
前
提
と
な
り
、
後
者
は
は
じ
め
か
ら
前
者
の
実
現
を
阻

む
悪
玉
の
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
登
場
す
る
。
逆
に
、
前
者
の
実
現
の
一
翼
を
担
う
者
は
、
聖
旨
の
実
現
に
参
画
す
る
者
と
し
て
重
要
な
位

置
づ
け
や
評
価
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
こ
の
シ
ナ
リ
オ
の
展
開
に
直
接
に
関
係
の
な
い
要
素
、

た
と
え
ば
政
治
政
策
史
的
見
方
な
ど

は
、
ほ
と
ん
ど
入
り
込
む
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
歴
史
的
事
実
の
客
観
的
な
認
識
の
目
を
曇
ら
せ
る
も
の
で
あ
る



こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
、
実
証
史
家
の
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
前
提
に
た
つ
記
述
は
厳
密
な
意
味

で
「
歴
史
」
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
た
と
え
宗
教
史
的
、
思
想
史
的
見
方
に
立
つ
と
し
て
も
、
歴
史
研

究
を
名
乗
る
以
上
、
ま
ず
事
実
の
で
き
る
限
り
公
正
中
立
な
認
識
に
近
づ
く
努
力
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
実
証
史
学
の
成
果
に
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
史
が
実
証
史
に
解
消
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
宗
教
で
あ
り
、
こ
れ
に
主
体
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
以
上
、
信
仰
や
思

想
の
持
つ
意
味
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
の
研
究
は
完
結
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
信
仰
あ
る
い
は
思
想
の

視
座
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
を
扱
う
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ひ
と
く
ち
に
日
本
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
史
的

研
究
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
問
題
意
識
や
立
場
か
ら
の
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
総
括
的
な
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紹
介
や
コ
メ
ン
ト
を
試
み
た
り
、
思
想
史
の
方
法
一
般
に
つ
い
て
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
主
と
し
て
上
述
の
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
筆
者
自
身

が
考
え
る
こ
と
の
こ
、
三
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

実
証
史
家
に
よ
っ
て
思
想
史
的
な
見
方
が
批
判
的
に
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
思
想
史
的
な
考
え
方
と
い
う
も
の
に
た
い
す
る
次
の

よ
う
な
理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
思
想
史
と
は
、
歴
史
の
叙
述
に
あ
た
っ
て
、
実
証
的
事
実
よ
り
も
思
想
や
理
念
を
重

ん
じ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
記
安
野
真
幸
『
パ
テ
レ
ン
追
放
令
』
に
よ
れ
ば
、
追
放
令
の
発
布
と
い
う

秀
吉
の
決
断
は
、
貿
易
か
布
教
か
の
二
者
択
一
と
い
う
政
治
政
策
的
見
地
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

「
神
国
思
想
」
は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
勢
力
の
持
つ
「
キ
リ
ス
ト
教
国
家
」
と
い
う
政
治
神
学
的
思
想
に
対
す
る
対
抗
思
想
・
対
抗
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
安
野
に
よ
れ
ば
、
秀
吉
の
「
神
国
思
想
」
な
る
も
の
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
勢
力
に
対
し
て
持
ち
出
さ
れ
た
政
治
政
策
的
な
装
置
で
あ
っ
た

の
で
あ
り
、
「
思
想
史
研
究
者
た
ち
」
の
思
い
入
れ
ど
お
り
、
こ
の
新
し
い
信
仰
を
排
斥
す
る
た
め
に
ロ
ゴ
ス
化
さ
れ
た
、
日
本
の
伝
来
の



宗
教
的
エ
ー
ト
ス
な
ど
で
は
な
く
、
ま
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
に
対
抗
し
得
る
ほ
ど
の
内
実
を
備
え
た
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
「
神
国
思
想
」
な
る
も
の
の
実
態
、
そ
の
意
味
が
、
単
な
る
観
念
や
理
念
と
し
て
で
は
な
く
諸
史
料
の
吟
味
分
析
か
ら
実
証
的
に

解
明
さ
れ
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
「
思
想
史
」
研
究
に
欠
落
し
た
見
方
が
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
暗
に
、
思
想
史
家
が
単
純
に
思

想
を
歴
史
展
開
の
原
動
力
と
す
る
こ
と
へ
の
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

い
ま
「
神
国
思
想
」
¥
を
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
み
る
に
せ
よ
独
自
の
内
容
を
持
つ
思
想
と
み
る
に
せ
よ
、
こ
こ
に
共
通

し
て
い
る
の
は
、

い
ず
れ
も
こ
れ
を
社
会
事
象
と
し
て
の
「
バ
テ
レ
ン
追
放
令
」
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

ひ
と
つ
の
歴
史
的
な
出
来
事
と
し
て
の
「
パ
テ
レ
ン
追
放
令
」
に
と
っ
て
、
「
神
国
思
想
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持

ち
、
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
視
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
神
国
思
想
」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
に
せ
よ
、

そ
れ
が
か
か
わ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
社
会
的
出
来
事
と
し
て
の
「
パ
テ
レ
ン
追
放
令
」
で
あ
っ
て
キ
リ
シ
タ
ン
信
仰
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
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つ
ま
り
、
こ
こ
に
通
底
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
運
動
そ
の
も
の
を
信
仰
と
し
て
内
側
か
ら
み
る
の
で
は
な
く
、

ひ
と
つ
の
時
代
現

象
と
し
て
外
側
か
ら
考
察
し
、
解
明
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
と
が
ら
の
歴
史
的
展
開
に
お

い
て
「
思
想
」
の
も
つ
意
味
が
い
か
に
重
視
さ
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
思
想
を
内
側
か
ら
見
ょ
う
と
す
る
意
味
で
の
思
想
史
研
究
と
は
基

本
的
に
姿
勢
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
実
証
史
家
の
批
判
す
る
、

わ
ゆ
る
思
想
史
研
究
者
も
同
じ
姿
勢

立
つ
も
の
で
あ
る
と
言
b

え
よ
う
。

'-、、、喝、

犬
，
刀 さ

て
、
初
め
に
信
仰
や
思
想
の
も
つ
意
味
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究
は
完
結
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
述
べ

い
ま
筆
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
単
に
歴
史
的
事
象
を
思
想
的
な
視
点
か
ら
読
み
解
く
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
、

信
仰
や
思
想
の
意
味
そ
の
も
の
を
歴
史
的
文
脈
の
中
で
内
在
的
に
問
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
課
題
を
時
代
現
象
と
し
て
考
察
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
に
お
い
て
は
、
「
信
じ
る
こ
と
」
や
「
思
想
に
生
き
る
こ
と
」
の
も
つ
意
味
へ
の
問
い
か
け
は
初
め
か
ら
研
究
の
範
晴
に
は
入
っ



て
い
な
い
。
だ
が
、
「
パ
テ
レ
ン
追
放
令
」
が
い
か
な
る
理
由
で
発
せ
ら
れ
た
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
と
長
崎
奉
行
所
が
い
か

に
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
に
せ
よ
、

キ
リ
シ
タ
ン
な
い
し
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
が
当
時
の
歴
史
的
社
会
的
状
況
の
中
で
か
か
え
た
内
面

的
な
課
題
は
、
そ
れ
と
は
別
個
の
問
題
と
し
て
、
依
然
と
し
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
弾
圧
や
取
締
り
が
、
時
の
当
局
と
し
て
取

る
べ
き
当
然
の
措
置
で
あ
り
、
決
し
て
宗
教
的
理
由
に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
実
証
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し

て
も
、
現
実
に
弾
圧
や
取
締
り
が
行
わ
れ
た
以
上
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
な
お
敢
え
て
信
じ
続
け
る
こ
と
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
、

そ
れ
と
は
別
次
元
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
思
想
史
的
研
究
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
課
題
と
は
、

ひ
と
つ
に
は
、

日
本
と
い
う
精
神
風
土
と
そ
の
歴
史
的
社
会
的
条
件
の
も
と
で
唯
一
の
神
へ
の
信
に
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
、
「
内
側
か
ら
」
問
う
こ
と

に
あ
る
の
で
あ
る
。

い
ま
筆
者
の
念
頭
に
あ
る
思
想
史
研
究
の
基
本
姿
勢
と
は
、
「
歴
史
的
生
の
内
面
的
理
解
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
思
想
史
が
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明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
と
は
、
「
歴
史
を
生
み
出
し
た
『
生
』
の
体
験
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
史
の
ひ
だ
を
内
側
か
ら
照
ら
し
出

そ
う
と
す
る
態
度
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
か
つ
て
書
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
が
(
「
日
本
思
想
史
学
と
し

て
の
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
上
刀
法
論
の
問
題
を
中
心
に
!
」
『
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
』
〈
o
二
・
一
九
九
二
)
、
そ
の
中
で
、
思
想
史
研
究
者

は
、
植
村
正
久
や
内
村
鑑
三
に
つ
い
て
語
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
側
に
入
り
こ
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
内
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
た
。

い
ま
こ
の
こ
と
を
本
論
の
文
脈
に
即
し
て
言
え
ぼ
、

キ
リ
シ
タ
ン
あ
る
い
は
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
、
普
遍
性
を
標
携
す
る
唯
一
神
信
仰
に
初
め
て
触
れ
た
日
本
人
の
生
を
内
側
か
ら
問
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
明
治
期
に
お
け
る
国
家
の
諸
政
策
と
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
の
間
の
乳
礁
に
、
天
皇
制
絶
対
主
義
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教
へ
の

締
め
付
け
や
宗
教
蝉
圧
を
読
み
取
る
の
は
、
こ
れ
を
実
証
的
な
歴
史
解
釈
と
し
て
述
べ
る
な
ら
、
や
や
勇
み
足
で
あ
り
過
剰
反
応
で
あ
る

と
い
う
こ
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
思
想
史
研
究
に
と
っ
て
の
関
心
事
は
、
こ
の
一
連
の
出
来
事
を
ひ
と
つ
の
社
会
現
象
と
し
て



外
側
か
ら
考
察
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
を
解
釈
し
叙
述
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
人
び
と
の
内
面
に
立

ち
入
っ
て
、
そ
の
精
神
の
あ
り
ょ
う
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
当
時
の
い
わ
ゆ
る
神
聖
天
皇
に
疑
似
宗
教
の
危

倶
を
感
じ
た
人
び
と
が
い
た
と
す
れ
ば
、
思
想
史
研
究
が
問
お
う
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
果
た
し
て
事
実
の
正
し
い
認
識
で
あ
っ
た
か
否

、4
n』
キ
A
R
F
A
J
¥

、

品
μ
『

k
l
v
品
/
ノ
¥

日
本
的
内
在
主
義
的
な
精
神
風
土
の
下
で
そ
の
よ
う
な
過
敏
と
も
い
え
る
ま
で
の
反
応
を
す
る
精
神
が
形
成
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
そ
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
そ
の
形
成
過
程
や
精
神
の
内
実
そ
の
も
の
、
そ
の
あ
り
ょ
う
を
問
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
に
し
て
解
明
さ
れ
た
精
神
構
造
の
推
移
の
記
述
が
思
想
史
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
精
神
の
あ
り
ょ
う
、
そ
の
構
造
を
内
側
か
ら
探
る
と
い
う
見
方
を
取
り
容
れ
る
な
ら
、
秀
吉
の
邪
教
観
に
つ
い
て
の

H

宗
教
史
的
H

な
解
釈
も
、
必
ず
し
も
一
面
的
と
か
事
実
に
反
す
る
と
し
て
斥
け
る
に
は
あ
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
臨
床
心
理

学
者
の
河
合
隼
雄
は
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
聖
典
と
し
て
伝
承
さ
れ
た
『
天
地
始
之
事
』
を
深
層
心
理
学
の
立
場
か
ら
論
じ
た
論
考
の
中
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で
パ
テ
レ
ン
追
放
令
に
触
れ
た
く
だ
り
で
、
「
ひ
と
つ
は
秀
吉
が
だ
ん
だ
ん
日
本
の
中
心
人
物
に
な
っ
て
き
て
、
自
分
ほ
ど
偉
い
も
の
は

な
い
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
き
た
。
自
分
が
全
体
を
統
一
し
よ
う
と
思
う
と
き
に
、

キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
方
に
は
一
神
教
の
神
が
あ
る

わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
唯
一
の
神
を
信
じ
る
信
仰
が
広
ま
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
と
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
(
『
物
語
と
人
聞
の
科
学
』
九
二
ペ
ー
ジ
、
岩
波
書
居
、

一
九
九
三
〉
。
こ
れ
は
実
証
史
学
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
何
の
根
拠
も
な
い
想
像
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
心
理
療
法
家
と
し
て
数
多
く
の
人
び
と
の

H

た
ま
し
い
の

事
実
H

に
接
し
て
き
た
人
の
言
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
解
釈
を
実
証
的
で
な
い
と
し
て
斥
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
た
だ
し
そ
の
こ
と
は
、
こ
う
し
た
見
方
を
短
絡
的
に
歴
史
解
釈
に
持
ち
込
む
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
シ
タ

ン
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
た
ち
の
精
神
に
生
じ
た
変
革
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
蓄
積
さ
れ
、
歴
史
形
成
の
動
力
と
な
っ
て
い
く
あ
り
ょ
う
を

探
る
こ
と
は
、
思
想
史
研
究
に
と
っ
て
、
さ
ら
に
次
の
段
階
の
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。



実
証
史
学
の
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
史
を
解
明
す
る
と
い
う
研
究
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
よ
り
も
む
し
ろ
キ
リ
シ
タ
ン
史
に
お
い
て

着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
高
瀬
弘
一
郎
『
キ
リ
シ
タ
ン
時
代
の
研
究
』
〈
岩
波
書
庖
、

一
九
七
七
〉
は
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
、

ス
ペ
イ
ン
で
採
掘
し
た
史
料
の
分
析
に
も
と
づ
い
て
、

キ
リ
シ
タ
ン
伝
道
の
性
格
を
そ
の
財
政
的
基
盤
か
ら
明
ら
か
に
し
た
画

期
的
な
研
究
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
キ
リ
シ
タ
ン
伝
道
は
ロ

l
マ
教
会
が
独
自
に
自
主
的
に
行
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
両
国
の
国
家
事
業
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
布
教
事
業
は
国
家
的
利
害
と
一
致
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
、
と

さ
れ
て
い
る
。
現
実
に
武
力
に
よ
る
征
服
の
危
慎
が
あ
っ
た
か
否
か
は
別
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
布
教
の
本
質
的
性
格
を
見
ず
に
、

キ
リ

シ
タ
ン
政
策
を
単
な
る
不
当
な
弾
圧
と
の
み
解
釈
す
る
の
は
一
面
的
で
あ
り
、
歴
史
の
正
し
い
見
方
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し

そ
の
さ
い
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
キ
リ
シ
タ
ン
伝
道
の
性
格
を
外
側
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

キ
リ
シ
タ
ン

信
仰
そ
の
も
の
の
解
明
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
事
に
な
る
が
、
筆
者
は
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
、
民
主
化
政
策
の
波
に
乗
っ
て
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キ
リ
ス
ト
教
が
急
速
に
広
ま
っ
た
時
期
に
初
め
て
教
会
の
門
を
く
ぐ
っ
た
ひ
と
り
で
あ
る
。
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の
急
速
な
広
ま
り
の
背

景
に
は
、
米
国
の
占
領
政
策
の
一
環
と
し
て
の
反
共
政
策
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
後
世
の
史
家
は
お
そ
ら
く
、
こ
の

時
期
の
キ
リ
ス
ト
教
に
た
い
し
て
あ
る
方
向
の
解
釈
を
下
す
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
確
か
に
、
こ
の
時
期
の
キ
リ
ス
ト
者
に
あ
る
共
通
の
性

格
を
見
い
だ
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
だ
が
、
使
命
感
を
お
び
て
来
日
し
た
当
時
の
宣
教
師
ら
が
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
に
立
ち
、
ど

の
よ
う
に
福
音
を
宣
布
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
し
た
外
的
条
件
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
ま
し
て
、
私
と
い
う
ひ
と
り
の
人

問
、
が
ど
の
よ
う
に
し
て
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
に
い
た
り
、
ど
の
よ
う
な
信
仰
的
地
平
に
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
と
は
全
く

別
次
元
の
問
題
で
あ
る
。
信
仰
や
そ
れ
に
も
と
づ
く
思
想
の
内
実
の
解
明
は
、
そ
う
し
た
外
側
か
ら
の
観
察
と
は
別
個
の
視
点
に
よ
ら
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
高
橋
氏
の
提
言
に
関
し
て
も
う
一
点
つ
け
加
え
れ
ば
、
氏
は
前
記
の
論
考
の
冒
頭
で
第
ニ
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
る
キ
リ
ス
ト
教



界
の
変
化
に
触
れ
て
、

か
つ
て
宣
教
師
た
ち
は
、
異
教
徒
の
う
ち
に
聖
霊
の
印
よ
り
も
む
し
ろ
悪
魔
の
行
い
の
印
を
見
が
ち
で
あ
っ
た
が
、

同
公
会
議
以
後
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
、
諸
宗
教
の
中
の
価
値
あ
る
も
の
を
し
り
ぞ
け
ず
、
か
え
っ
て
こ
れ
を
す
べ
て
の
人
を
照
ら
す
真

理
の
光
線
と
し
て
認
め
て
い
る
と
し
て
、

キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
に
さ
い
し
て
は
、
こ
う
し
た
状
況
の
変
化
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
で
変
わ
っ
た
も
の
は
、
単
に
布
教
上
の
方
針
、
戦
略
で
あ
り
、

キ
リ
ス
ト

教
信
仰
の
本
質
そ
の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
筆
者
の
考
え
る
思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
の
質
は
、

公
会
議
以
前
も
以
後
も
、
基
本
的
に
は
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
が
、
「
あ
な
た
は
わ
た
し
の
ほ

か
に
、
な
に
も
の
を
も
神
と
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
宣
言
す
る
神
へ
の
信
を
究
極
の
拠
り
所
と
し
、

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
聖
な
る
公
同
の

た
と
え
諸
宗
教
に
た
い
し
て
い
か
に
寛
大
な
姿
勢
が
示
さ
れ
よ
う
と
、
人
が
他
宗
教
の
信
徒
で
あ
り
つ
つ
キ
リ
ス

教
会
を
名
乗
る
以
上
、

ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
は
、
原
理
的
に
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
た
び
こ
の
よ
う
な
文
章
を
し
た
た
め
た
の
は
、

ひ
と
つ
に
は
、
思
想
史
家
も
歴
史
叙
述
を
目
指
す
以
上
、
実
証
史
の
成
果
や
考
え

方
に
も
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
高
橋
氏
の
示
唆
に
よ
っ
て
改
め
て
確
認
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
史
の
叙
述
を
目

指
す
者
は
、
聖
旨
は
必
ず
こ
の
世
の
力
に
打
ち
勝
つ
と
い
う
ナ
イ
l
ヴ
な
確
信
か
ら
、
研
究
者
自
身
の
価
値
観
や
思
い
入
れ
に
よ
っ
て
聖

旨
の
顕
現
と
判
断
さ
れ
る
も
の
を
窓
意
的
に
取
り
出
し
、
こ
れ
を
綴
り
合
わ
せ
て
こ
と
た
れ
り
と
す
る
の
み
で
は
、
そ
の
研
究
は
実
証
史

家
の
批
判
に
よ
く
耐
え
得
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
思
想
史
研
究
者
と
し
て
は
思
想
史
研
究
そ

の
も
の
の
固
有
の
意
義
と
方
法
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
証
史
家
と
い
わ
ゆ
る
思
想
史
家
と
の
間
に
と
か
く
魁

蹄
が
生
じ
る
の
は
、

ひ
と
つ
に
は
、
思
想
史
と
い
う
も
の
の
考
え
方
に
混
乱
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
思
想
史
家
が

そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
の
意
義
と
方
法
を
明
確
に
示
し
、
そ
の
研
究
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
証
史
家
に
た
い
し
て
思
想
史
の
固



有
の
意
義
の
理
解
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

(
聖
学
院
大
学
教
授
〉
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