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日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
の
ひ
と
こ
ま

ー
村
岡
典
嗣
と
大
内
三
郎
氏
|

鵜
沼

裕
子

一
九
九
六
年
一
二
月
七
日
に
行
わ
れ
た
「
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
研
究
会
」
の
第
五
二
九
回
例
会
は
、
大
内
三
郎
氏
が
、
「
日
本
キ
リ
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ス
ト
教
史
の
方
法
1

村
岡
典
嗣
に
つ
い
て
|
」
と
題
し
て
講
演
を
さ
れ
る
予
定
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
氏
の
健
康
上
の
理
由
か
ら
急

に
そ
れ
が
不
可
能
と
な
っ
た
。
す
で
に
講
演
の
当
日
も
差
し
迫
っ
て
お
り
、
代
講
者
を
た
て
る
余
裕
も
な
か
っ
た
の
で
、
私
が
氏
の
原
稿

と
資
料
を
お
借
り
し
て
、
急
速
、
代
わ
り
に
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
と
な
っ
た
。
原
稿
は
『
追
想

村
岡
典
嗣
小
記
』
と
題
さ
れ
た

四
百
字
詰
め
原
稿
用
紙
約
三

O
枚
ほ
ど
の
も
の
で
、
氏
と
村
岡
と
の
最
初
の
出
会
い
の
想
い
出
に
始
ま
り
、

日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
研
究

上
、
氏
が
村
岡
史
学
か
ら
得
た
も
の
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
資
料
と
し
て
は
こ
の
ほ
か
に
、
氏
自
身
が
病
床
で
口
述
さ

れ
た
こ
と
の
簡
単
な
メ
そ
な
ど
が
あ
っ
た
が
、
そ
も
そ
も
原
稿
自
体
が
未
定
稿
で
、
必
ず
し
も
研
究
発
表
用
と
し
て
完
備
さ
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
研
究
会
で
は
こ
れ
ら
の
か
な
り
断
片
的
な
材
料
を
も
と
に
、

ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
話
を
さ
れ
る
つ
も
り
で
は
な
か
っ

た
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
自
身
の
解
釈
を
加
え
て
再
構
成
し
て
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
を
文
章
化
し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
し

か
し
私
自
身
、
か
ね
が
ね
、
大
内
氏
か
ら
氏
自
身
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
、

一
度
き
ち
っ
と
話
を
伺
い
、
何
ら
か



の
か
た
ち
で
公
に
で
き
た
ら
、
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
非
常
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
り
、
と

き
に
は
居
ず
ま
い
を
正
す
思
い
で
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
た
。
本
論
は
、

ほ
ぼ
こ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

ご
承
知
の
上
で
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

村
岡
典
嗣
と
の
出
会
い

大
内
氏
と
村
岡
と
の
最
初
の
出
会
い
は
、
昭
和
の
初
期
、
氏
、
か
旧
制
中
学
生
の
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
東
北
大
学
の
正
門
近

く
の
構
内
に
、

一
般
市
民
も
行
き
交
っ
て
い
た
通
路
が
あ
り
、
氏
が
「
村
岡
典
嗣
先
生
」
と
出
会
う
の
は
、
偶
然
の
こ
と
な
が
ら
、

し、

つ

も
こ
の
正
門
の
あ
た
り
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
村
岡
の
子
息
が
大
内
氏
の
友
人
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
大
内
氏
の
側
か
ら
の

H

一
方
的
な

顔
見
知
り
H

に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
が
、

い
つ
も
黙
っ
て
行
き
過
ぎ
る
の
も
お
か
し
く
思
い
、
そ
の
都
度
脱
帽
し
て
会
釈
を
す
る
よ
う
に

68 

な
っ
た
と
い
う
。
「
先
生
が
、
当
時
わ
が
国
唯
一
の
日
本
思
想
史
学
研
究
室
(
正
確
に
は
「
文
化
史
学
第
一
講
座
」
〉
の
主
任
教
授
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
は
、
仙
台
が
狭
い
地
域
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
」
(
大
内
氏
の
原
稿
か
ら
。
以
下
、
大
内
と
略
記
。
〉
し

か
し
な
が
ら
、
当
時
大
内
氏
は
日
本
思
想
史
に
あ
ま
り
関
心
が
な
く
、
村
岡
の
知
遇
を
受
け
な
い
ま
ま
仙
台
を
去
っ
て
東
京
大
学
文
学
部

倫
理
学
科
に
入
る
こ
と
と
な
り
、
村
岡
は
一
時
遠
い
存
在
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
三
四
(
昭
和
九
)
年
、
和
辻
哲
郎
が
東
大
文
学
部
倫
理
学
科
の
教
授
に
着
任
す
る
と
、
講
師
陣
も
一
変
し
、
翌
三
五
年

か
ら
村
岡
が
非
常
勤
講
師
と
し
て
週
四
時
間
の
講
義
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
年
は
時
間
割
の
都
合
で
聴
講
で
き
ず
、
翌
年
か

ら
出
席
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
夏
期
休
暇
前
の
前
半
期
は
『
神
皇
正
統
記
』
と
『
愚
管
抄
』
の
講
義
で
あ
っ
た
が
、
大
内
氏
に
言
い
知
れ

ぬ
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
休
暇
明
け
に
村
岡
講
師
が
新
し
い
学
期
の
講
義
題
目
と
し
て
、

い
つ
も
と
代
わ
ら
ぬ
淡
々
と
し
た
調
子
で
「
切

阪際問時ぽドJ
E
E
r
d



支
丹
時
代
」
と
書
か
れ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
日
本
思
想
史
研
究
に
つ
い
て
の
私
の
無
知
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
」
〈
大

内
)
、
当
時
す
で
に
村
岡
に
は
、
『
吉
利
支
丹
文
学
抄
』
(
一
九
二
六
)
、
『
ぎ
や
ど
ぺ
か
ど
る
』
、
『
妙
貞
問
答
』
他
の
校
訂
(
一
九
二
七
、

『
日
本
古
典
全
集
』
に
収
録
)
な
ど
の
業
績
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
大
内
氏
が
「
切
支
丹
」
と
い
う
講
義
題
目
に
衝
撃
に
近
い
驚
き
を
受

け
た
の
は
、
村
岡
と
い
え
ば
本
居
宣
長
の
研
究
者
と
し
て
し
か
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
日
本
精
神
」
が
喧
伝
さ
れ

た
昭
和
十
年
前
後
は
、
日
本
思
想
史
学
は
当
時
の
言
葉
で
言
え
ば
、

い
わ
ば
H

規
範
学
H

で
あ
り
、
「
日
本
精
神
」
を
規
範
的
に
捉
え
て
呈

示
し
よ
う
と
す
る
学
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
日
本
は
神
国
た
る
処
、
き
り
し
た
ん
国
よ
り
邪
法
を
授
之
儀
太
以
不
可
然
候

事
」
と
い
う
豊
臣
秀
吉
の
「
伴
天
連
追
放
令
」
以
来
、
後
期
水
戸
学
の
『
新
論
』
や
近
代
の
「
内
村
鑑
三
不
敬
事
件
」
に
見
る
よ
う
に
、

H

日
本
神
国
観
μ

か
ら
キ
リ
ス
ト
教
は
邪
教
祝
さ
れ
る
風
潮
の
中
に
あ
り
、
大
方
の
日
本
思
想
史
研
究
で
は
、

キ
リ
ス
ト
教
が
表
向
き
に

取
り
上
げ
ら
れ
論
議
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
絶
え
て
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
以
上
に
村
岡
講
師
の
講
義
が
大
内
氏
に
と
っ
て
印
象
的

69 

で
あ
っ
た
の
は
、
そ
の
取
り
上
げ
方
自
体
で
あ
っ
た
。
西
洋
文
化
史
を
専
攻
さ
れ
た
村
岡
講
師
は
、
切
支
丹
を
西
洋
思
想
と
し
て
何
の
違

和
感
を
も
感
じ
さ
せ
ず
に
、
ご
く
自
然
な
、
淡
々
と
し
た
口
調
で
講
義
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
氏
の
心
に
静
か
に
染
み
透
っ
て
い
っ

た
。
「
日
本
思
想
史
研
究
の
上
で
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
・
キ
リ
ス
ト
教
の
研
究
も
十
分
学
問
的
研
究
の
対
象
に
な
り
得
る
」
、
そ
ん
な
暗
示
を

受
け
た
思
い
が
し
た
、
と
氏
は
述
懐
し
て
い
る
。
ま
た
氏
の
病
床
か
ら
の
メ
モ
に
も
、
「
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
の
方
法
に
関
し
て
私

は
、
東
北
大
学
名
誉
教
授
村
岡
先
生
か
ら
最
も
多
く
の
影
響
を
受
け
ま
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
内
氏
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
は

村
岡
と
の
出
会
い
に
始
ま
り
、
村
岡
史
学
の
方
法
に
影
響
を
受
け
な
が
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
(
私
は
学
生
時
代
、
大
内
先
生

か
ら
、
和
辻
ゼ
ミ
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
文
献
が
学
問
研
究
の
対
象
に
な
る
と

知
っ
て
白
を
聞
か
れ
る
思
い
が
し
た
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
伺
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
大
内
先
生
の
キ
リ
ス
ト
教
史
研
究
は

む
し
ろ
和
辻
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
も
の
と
思
っ
て
い
た
。
し
か
し
本
稿
を
作
成
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
生
の
キ
リ
ス
ト
教
史
は
む
し



ろ
村
岡
と
の
出
会
い
に
始
ま
り
、
村
岡
史
学
の
方
法
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
〉

2 

村
岡
思
想
史
学
の
方
法

次
に
大
内
氏
が
述
べ
よ
う
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
村
岡
自
身
の
日
本
思
想
史
研
究
方
法
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
、

ほ
ぼ
村
岡
の
文
章

「
日
本
思
想
史
の
研
究
法
に
つ
い
て
」
(
同
著
『
続
日
本
思
想
史
研
究
』

一
九
三
九
所
収
)
の
祖
述
で
あ
る
の
で
、
ご
く
簡
略
に
本
稿
に
必

要
な
ポ
イ
ン
ト
の
み
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
。

周
知
の
よ
う
に
村
岡
は

一
九
二
二
(
大
正
一
一
)
年
か
ら
二
年
間
、
文
部
省
の
在
外
研
究
員
と
し
て
英
・
独
・
仏
に
留
学
し
、
ド
イ

ツ
の
文
献
学
者
ベ
エ
ク
ハ
〉
ロ
空
巳
回

OOE--吋
∞

m
J
-
8
3
の
文
献
学
〈
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
!
)
と
出
会
い
、
古
典
の
再
認
識
(
開
持

g
D
g
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円
目
。

ω

思

wmggp
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」
〉
と
い
う
、
ベ
エ
ク
の
文
献
学
の
方
法
を
学
び
取
っ
た
。
「
そ
の
認
識
が
、
あ
く
ま
で
も

(
古
典
の
)
再
認
識
、
即
ち
認
識
の
再
現
た
る
性
質
に
於
い
て
、
ど
こ
ま
で
も
主
観
的
産
出
と
は
別
に
、
客
観
的
再
産
出
た
る
と
こ
ろ
に
、

そ
の
学
的
特
質
を
有
す
る
。
」
〈
村
岡
典
嗣
・
前
掲
論
文
、
前
掲
書
三
二
頁
、
以
下
、
頁
数
の
み
記
す
。
〉
そ
し
て
村
岡
は
、
日
本
近
世
に
お

い
て
国
学
が
行
っ
た
古
典
研
究
が
、
こ
の
ベ
エ
ク
か
ら
発
展
し
た
ド
イ
ツ
の
フ
ィ
ロ
ロ
ギ
!
と
、
独
立
に
発
達
し
つ
つ
ま
さ
に
同
種
の
学

問
と
し
て
立
派
に
成
立
を
遂
げ
た
と
見
、
と
く
に
本
居
宣
長
の
古
典
研
究
を
ベ
エ
ク
の
業
績
に
比
す
べ
き
も
の
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
室
長
の
「
う
ひ
山
ぶ
み
」
に
お
け
る
学
問
の
定
義
に
、
「
古
書
と
は
す
べ
て
後
世
の
説
に
か
か
は
ら
ず
何
事
も
古
書
に
よ
り
そ

の
本
を
考
へ
上
代
の
事
を
つ
ま
び
ら
か
に
明
ら
む
る
の
学
問
な
り
」
(
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
一
巻
一
五
頁
)
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
村

岡
は
国
学
の
重
要
な
特
質
を
文
献
学
と
規
定
し
、
「
古
典
の
再
認
識
」
と
い
う
ベ
エ
ク
の
文
献
学
と
同
質
の
方
法
を
国
学
、
と
り
わ
け
本
居

宣
長
の
古
典
学
の
中
に
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
村
岡
自
身
の
思
想
史
の
方
法
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

野
臣
官
官
合
戸

z
t
t
v品



3 

具
体
的
方
法

村
岡
に
よ
れ
ば
、

日
本
思
想
史
の
研
究
方
法
は
文
献
学
的
段
階
と
史
学
的
段
階
に
大
別
さ
れ
る
。
文
献
学
的
段
階
は
、
さ
ら
に
い
わ
ゆ

る
資
料
批
判
と
釈
義
・
了
解
と
に
小
別
さ
れ
る
が
大
内
氏
の
関
心
は
後
者
に
注
が
れ
る
。
釈
義
と
は
「
資
料
を
個
々
に
又
連
結
し
て
、
そ

の
意
義
を
正
解
す
る
こ
と
」
(
村
岡
・
三
九
頁
〉
で
、
大
内
氏
に
よ
れ
ば
こ
こ
に
Z
2
5
3
2
Z
W
(解
釈
学
〉
が
始
ま
る
。
こ
れ
は
、
「
個
々

の
語
義
の
そ
れ
(
正
解
)
か
ら
全
体
と
し
て
の
意
義
の
そ
れ
に
移
る
一
つ
の
過
程
」
で
あ
り
こ
こ
で
は
、
「
解
釈
家
の
主
観
的
成
心
を
さ
し

は
さ
む
事
な
く
し
て
、
当
の
資
料
を
あ
り
の
ま
ま
に
解
釈
す
る
と
い
ふ
こ
と
」
〈
村
岡
・
三
九
頁
)
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
一
々
の
語

句
の
吟
味
分
析
と
と
も
に
、
全
体
を
総
合
的
に
捉
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
さ
ら
に
進
ん
で
資
料
た
る
文
献
を
全
体
的
又

部
分
的
に
、

一
つ
の
思
想
的
単
位
と
見
て
、

一
層
綜
合
的
見
地
か
ら
、
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
の
が
了
解
で
あ
る
。
釈
義
が
観
念
の
認
識

71 

を
目
的
と
す
る
の
に
、
了
解
は
思
想
の
そ
れ
を
目
的
と
す
る
と
も
言
へ
る
。
こ
t
A

に
い
た
る
と
、
他
の
思
想
、

し
か
も
そ
は
必
ず
し
も
文

献
そ
の
も
の
に
明
瞭
に
意
識
的
に
言
ひ
現
さ
れ
て
を
る
と
は
い
へ
な
い
思
想
を
、
解
釈
者
が
、
或
場
合
に
は
意
識
化
し
て
さ
へ
再
認
識
す

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
以
上
、
釈
義
の
場
合
に
比
し
て
、

は
る
か
に
解
釈
家
の
想
像
力
に
倹
つ
べ
き
も
の
が
多
い
」
(
村
岡
・
四

O
頁)。

こ
こ
が
、
大
内
氏
自
身
、
が
「
最
も
関
心
を
抱
い
て
い
る
点
」
と
さ
れ
る
部
分
で
あ
り
、
H

同
一
の
事
象
を
扱
い
な
が
ら
、
思
想
史
学
者
の
間

で
な
ぜ
こ
う
も
「
思
想
の
性
格
」
〈
記
述
さ
れ
た
歴
史
像
の
意
?
)
が
異
な
っ
て
く
る
の
か
ヘ
と
い
う
氏
自
身
の
聞
い
に
関
わ
っ
て
く
る

と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
釈
義
の
段
階
で
は
単
に
客
観
的
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
の
語
句
が
対
象
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
第
三
の

了
解
の
段
階
で
い
よ
い
よ
研
究
者
の
「
了
解
に
主
観
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
」
(
大
内
)
か
ら
で
あ
る
。
「
思
想
が
思
想
で
あ
る
以
上
、

そ
こ
に
は
総
括
的
統
一
性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
解
釈
す
る
当
事
者
の

H
u
g
E
8
5に
よ
る
。
し
て
み
る
と
、
同
一
の
事
象
を



対
象
と
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
捉
え
ら
れ
る
思
想
の
性
格
の
相
違
は
こ
の

M
u
g
E
3
0の
相
違
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
(
大
内
)
。

さ
て
、
文
献
学
の
段
階
は
必
然
的
に
歴
史
的
段
階
へ
と
発
展
す
る
。
作
業
が
こ
の
段
階
に
進
む
と
き
、
こ
と
は
全
く
異
な
っ
た
様
相
を

呈
す
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
了
解
の
段
階
で
は
、
研
究
者
に
要
求
さ
れ
る
の
は
静
態
的
な

M
M
E
E
Sぽ
で
あ
っ
た
が
、
歴
史
的
発
展

の
総
合
統
一
的
把
握
は
動
態
的
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
「
発
展
と
は
:
:
:
必
ず
し
も
直
線
的
の
進
歩
を
意
味
し
な
い
が
、
し
か

し
終
局
の
理
想
を
目
的
と
し
て
の
、
進
行
の
過
程
で
あ
る
。
:
:
:
選
択
さ
れ
た
資
料
に
つ
い
て
、

か
く
の
ご
と
き
発
展
を
明
め
来
る
と
き
、

こ
t
A

に
様
々
の
関
係
の
う
ち
に
一
貫
し
つ
ふ
展
開
し
て
、
最
高
価
値
即
ち
理
想
へ
と
帰
趨
し
行
く
思
想
の
道
程
が
、
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ

こ
に
思
想
史
が
成
立
す
る
。
而
し
て
こ
斗
に
至
る
と
研
究
者
の
活
ら
き
の
関
与
す
る
払
跡
地
が
、
頗
る
多
い
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
(
村
岡
・

四
ニ
頁
)
。
こ
の
よ
う
に
、
村
岡
が
個
々
の
思
想
や
そ
の
発
展
を
統
一
に
も
た
ら
す
た
め
に
「
理
想
」
を
要
請
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
大
内
氏
は
最
も
大
き
な
関
心
を
寄
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
「
発
展
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
考
へ
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
が
多
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く
、
歴
史
は
決
し
て
例
へ
ば
鉱
脈
が
地
中
に
伏
在
し
て
、
発
掘
を
倹
っ
て
ゐ
る
如
き
も
の
で
な
い
」
(
村
岡
・
四
二
頁
)
。
研
究
者
の
使
命

は
自
己
の
哲
学
に
よ
っ
て
こ
の
思
想
が
「
理
想
」

へ
と
向
か
う
道
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
村
岡
と
大
内
氏
と
の
関
係
、

お
よ
び
村
岡
史
学
か
ら
大
内
氏
、
が
学
び
と
ら
れ
た
も
の
の
概
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
の
問
題
は
、

こ
の
村
岡
の
史
学
が
実
際
に
大
内
氏
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

4 

大
内
氏
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史

上
述
の
よ
う
に
、
大
内
氏
の
村
岡
へ
の
関
心
は
、
当
時
の
時
代
思
潮
の
中
で
の
、
切
支
丹
に
対
す
る
き
わ
め
て

H

寛
容
H

な
扱
い
に
魅

摩
腰
民
泊
迄



せ
ら
れ
た
こ
と
に
始
ま
る
が
、
そ
れ
は
次
第
に
、
村
岡
の
日
本
思
想
史
研
究
の
核
心
で
あ
る
方
法
そ
の
も
の
へ
と
移
っ
て
い
っ
た
。
以
上

の
よ
う
な
経
緯
か
ら
し
て
、
大
内
氏
の
日
本
キ
リ
ス
ト
教
思
想
史
研
究
の
課
題
は
、

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
素
材
を
ど
の
よ
う
に
村

岡
の
方
法
に
の
せ
て
歴
史
像
に
構
成
し
、
記
述
に
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
新
た
に
登
場
す
る

の
が
故
石
原
謙
の
存
在
で
あ
る
。
大
内
氏
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
時
代
は
下
っ
て
石
原
が
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
論
』
(
一
九
六
七
〉
を
上
梓

し
た
前
後
の
こ
と
、
大
内
氏
に
、
「
自
分
は
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
を
、
大
変
お
お
ざ
っ
ぱ
で
は
あ
る
が
、

日
本
基
督
公
会
の
『
公
会
条
例
』

(
一
八
七
四
)
か
ら
日
本
基
督
教
会
の
『
信
仰
告
白
』
(
一
八
九
O
〉
を
経
て
現
在
の
日
本
基
督
教
団
の
『
信
仰
告
白
』
(
一
九
五
四
)
を

貫
く
線
で
考
え
て
い
る
が
、
如
何
な
も
の
か
」
と
意
見
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
咽
嵯
の
こ
と
で
、
大
内
氏
は
即
答
で
き
な
か
っ
た
。

当
時
、
氏
は
こ
の
三
者
を
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
て
い
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
を
そ
の

線
で
構
成
す
る
ま
で
に
は
考
え
が
立
ち
至
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、

J
」
れ
は
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
に
な
り
う
る
μ

と
考
え
た

の
で
、
先
生
(
石
原
)
に
促
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
「
充
分
、
考
え
ら
れ
ま
す
」
と
答
え
た
。
そ
の
後
こ
の
こ
と
を
反
拐
す
る
う
ち
に
、
石
原
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の
指
摘
が
、

日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
構
成
方
法
を
考
え
て
い
く
上
で
、
き
わ
め
て
示
唆
的
で
あ
る
こ
と
を
、
次
第
に
認
識
す
る
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
「
も
と
も
と
私
は
教
会
を
も
っ
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
の
基
軸
を
な
す
も
の
と
み
て
い
た
が
、
こ
の
三
つ
の
『
信
仰
告

白
』
の
制
定
は

い
ず
れ
も
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
発
展
の
上
で
の
大
き
な
節
目
に
あ
た
る
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
三
者
を
い
わ
ば
幹
線
と

し
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
驚
き
を
も
っ
て
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
」
(
大
内
〉
。
も
と
私
(
大
内
)

は
教
会
を
事
実
史
を
中
心
に
捉
え
て
き
た
が
、
私
(
大
内
)
の
教
会
史
叙
述
で
は
上
記
の
三
教
会
が
い
ず
れ
も
『
信
仰
告
白
』
に
よ
っ
て

連
結
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
た
い
、
な
ぜ
な
ら
、
『
信
仰
告
白
』
は
教
会
を
教
会
た
ら
し
め
る
核
で
あ
り
、
こ
れ
を
喪
失
し
た
と
き
、

教
会
は
も
は
や
教
会
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
、
と
氏
は
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
、
氏
の
言
わ
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
を
筆
者
な
り
に
言
い
換
え
れ
ば
、
村
岡
の
い
う
「
発
展
」
、
つ
ま
り
「
歴
史
は
終
局
の
理
想
を
め



ざ
す
過
程
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
と
の
関
連
で
、
大
内
氏
は
こ
の
三
教
会
の
『
信
仰
告
白
』
を
貫
く
福
音
的
信
仰
理
解
に
日
本
キ
リ
ス
ト

教
史
の
「
終
局
の
理
想
」
を
見
い
だ
し
、
こ
れ
を
基
軸
と
す
る
三
教
会
の
形
成
発
展
を
あ
と
づ
け
る
作
業
を
も
っ
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
思

想
史
の
体
系
化
を
め
ざ
そ
う
と
試
み
ら
れ
た
の
だ
、
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
筆
者
は
か
つ
て
大
内
氏
か
ら
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト

教
史
は
上
記
の
三
教
会
を
基
軸
と
し
て
構
成
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
他
の
も
ろ
も
ろ
の
キ
リ
ス
ト
教
運
動
、

た
と
え
ば
社
会
的
キ
リ
ス
ト

教
や
無
教
会
主
義
な
ど
は
す
べ
て
こ
の
基
軸
と
の
関
連
で
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
う
か
が
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
)5 

事
実
史
と
思
想
史

そ
こ
で
問
題
は
、
教
会
が
い
か
に
し
て
日
本
と
い
う
土
地
に
根
づ
い
て
い
っ
た
か
と
い
う
「
事
実
史
」
の
解
明
と
、
そ
こ
に
理
念
と
し
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て
の
信
仰
告
白
が
い
か
に
具
現
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
「
思
想
史
」
と
を
、
ど
の
よ
う
に
具
体
的
に
関
連
づ
け
つ
つ
、

い
か
に
全
体
と

し
て
の
思
想
史
を
構
成
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
は
こ
の
点
が
最
も
重
要
か
つ
難
渋
な
作
業
で
あ
り
、
大
内
氏
の

キ
リ
ス
ト
教
史
の
ポ
イ
ン
ト
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
大
内
氏
自
身
の
病
床
か
ら
の
メ
モ
に
も
、
「
一
番
苦
労
し
た
の
は
、
思
想
史
と
事
実

史
と
の
配
分
、
組
み
立
て
で
す
。
両
者
の
ど
れ
を
欠
い
て
も
い
け
ま
せ
ん
。
私
は
両
者
(
思
想
史
と
事
実
史
)
を
生
か
す
た
め
に
苦
労
し

ま
し
た
」
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
大
内
氏
の
原
稿
に
は
、
上
述
の
基
本
的
構
想
を
い
か
に
具
体
化
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
方
法
論
と
し
て
は

こ
れ
以
上
、
何
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
氏
の
試
み
が
成
功
し
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
吟
味
検
討
は
、

ー
そ
れ
が
方

法
と
し
て
適
切
か
と
い
う
基
本
的
な
問
題
か
ら
、
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
の
検
討
も
含
め
て
|
氏
の
衣
鉢
を
継
ご
う
と
す
る
者
が
大
内
氏



の
『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
史
』
(
一
九
七

O
)
に
即
し
て
な
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

付
記
・
・
こ
の
稿
を
三
分
の
一
ほ
ど
書
き
上
げ
た
と
き
に
、
私
は
大
内
先
生
の
許
報
に
接
し
た
。
先
生
の
お
体
が
ご
年
齢
以
上
に
表
弱
し
て

お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ご
家
族
か
ら
聞
き
知
っ
て
は
い
た
が
、
学
生
時
代
か
ら
教
会
史
に
つ
い
て
文
字
ど
お
り
手
と
り
足
と
り
の
ご

指
導
を
い
た
だ
き
、
私
的
に
も
家
族
の
一
員
の
よ
う
に
受
け
容
れ
て
い
た
だ
い
て
い
た
私
に
と
っ
て
、
先
生
の
ご
逝
去
は
(
年
齢
的
に
は

少
し
近
す
ぎ
る
の
だ
が
)
ま
さ
に
慈
父
を
失
っ
た
よ
う
な
悲
し
み
で
あ
っ
た
。
今
ま
で
、
拙
い
論
文
が
で
き
上
が
る
た
び
に
お
送
り
し
て

ご
批
評
を
い
た
だ
く
の
を
何
よ
り
の
楽
し
み
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
も
う
あ
の
独
特
な
筆
跡
で
の
ご
返
事
が
永
久
に
い
た
だ
け
な
く
な
っ

た
と
思
う
と
、
堪
え
難
い
悲
し
み
を
覚
え
る
。
先
生
は
、
こ
の
拙
い
文
章
を
天
上
で
ど
の
よ
う
に
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
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生
に
よ
っ
て
天
上
と
地
上
と
を
つ
な
が
れ
た
思
い
で
、
私
に
残
さ
れ
た
日
々
を
さ
さ
や
か
な
研
究
に
い
そ
し
ん
で
い
き
た
い
と
願
っ
て
い

る
な
お
、
私
事
に
わ
た
る
が
、
私
も
大
内
先
生
と
の
偶
然
の
出
会
い
が
機
縁
と
な
っ
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
思
想
の
研
究
に
入
っ
た
者
で
あ

り
、
「
出
会
い
」
と
い
う
も
の
の
奇
し
さ
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
私
は
大
内
先
生
が
拓
か
れ
た
道
を
そ
の
ま
ま
継
ご
う
と
す
る
者
で

は
な
い
が
、
私
が
現
在
、
こ
の
よ
う
に
し
て
在
る
こ
と
の
背
後
に
は
、
歴
史
を
織
り
上
げ
て
い
る
数
知
れ
ぬ
糸
の
中
の
一
本
が
確
か
に
存

在
し
て
い
る
こ
と
を
、
今
、

つ
く
づ
く
と
感
じ
て
い
る
。

(
聖
学
院
大
学
教
授
)


