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一
、
問
題―

日
本
と
キ
リ
ス
ト
教―

　

キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
非
日
本
的
な
外
来
宗
教
で
あ

る
と
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て
き
た

（
1
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う

に
、「
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
」
の
関
係
を
積
極
的
な
仕
方
で
問
う
こ

と
は
、
き
わ
め
て
難
い
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
に

即
し
て
言
う
な
ら
ば
、「
純
粋
な
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
っ
た
も
の
は

そ
も
そ
も
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
、

ロ
シ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ン
ド
の
キ
リ
ス
ト
教
、
エ
チ
オ
ピ
ア
の

キ
リ
ス
ト
教
と
い
っ
た
、
具
体
的
な
歴
史
的
文
脈
あ
る
い
は
伝
統
に

規
定
さ
れ
た
個
別
的
な
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意

味
に
お
い
て
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
を
問
題
に
す
る
こ
と
も
当
然
可

能
な
は
ず
で
あ
る―

こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
化
と
し
て
論

じ
ら
れ
る
問
題
で
あ
る

（
（
（

―

。
本
論
文
で
は
、
鈴
木
大
拙
の
「
日
本

的
霊
性
論
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
の
「
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
」

と
い
う
テ
ー
マ
へ
の
接
近
を
試
み
て
み
た
い
。

　

鈴
木
大
拙
は
、
明
治
時
代
以
降
の
日
本
仏
教
思
想
を
代
表
す
る
巨

人
の
一
人
で
あ
り
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス

ト
教
と
仏
教
と
の
対
話
・
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
し
ば
し
ば
取
り
上

げ
ら
れ
る
思
想
家
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ス
イ
ス
の
神
学
者
フ
リ
ッ

ツ
・
ブ
ー
リ
は
、『
真
の
自
己
の
主
と
し
て
の
ブ
ッ
ダ
─
キ
リ
ス
ト
』

（
一
九
八
二
年
）
に
お
い
て
、
鈴
木
大
拙
（
第
四
章
）
を
取
り
上
げ
て

い
る
が
、
鈴
木
大
拙
を
積
極
的
に
論
じ
る
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
は
少

な
く
な
い

（
（
（

。
こ
う
し
た
点
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
本
稿
で
は
、
大
拙

の
日
本
宗
教
思
想
史
研
究
の
頂
点
と
言
わ
れ
る
日
本
的
霊
性
論
に
お

い
て
、
大
拙
が
「
日
本
的
霊
性
と
仏
教
」
と
の
関
わ
り
を
論
じ
た
論

理
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
日
本
的
霊
性
と
キ
リ
ス
ト
教
」、

そ
し
て
さ
ら
に
「
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
」
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て

み
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
大
拙
の
強
烈
な
神
道
批
判
の
是
非
な
ど
に

つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
4
（

。
な
お
、
考
察

日
本
的
霊
性
と
キ
リ
ス
ト
教

芦

名

定

道
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は
、『
鈴
木
大
拙
全
集
』
第
八
巻
所
収
の
『
日
本
的
霊
性
』
を
中
心
に
、

さ
ら
に
同
書
所
収
の
『
日
本
の
霊
性
化
』
と
『
全
集
』
第
九
巻
の
『
霊

性
的
日
本
の
建
設
』
を
参
照
し
つ
つ
、
進
め
る
こ
と
に
す
る

（
（
（

。

　

以
下
、
ま
ず
、
鈴
木
大
拙
の
日
本
的
霊
性
論
を
概
観
し
、
日
本
的

霊
性
と
仏
教
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
大
拙
の
論
理
を
確
認
す
る
。

続
い
て
、
大
拙
の
議
論
を
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
で
あ
る
矢

内
原
忠
雄
と
比
較
し
、
日
本
的
霊
性
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
わ
り
へ

と
論
を
進
め
、
最
後
に
「
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
に

つ
い
て
若
干
の
展
望
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
を
結
び
た
い
。

二
、
鈴
木
大
拙
に
お
け
る
日
本
的
霊
性
論

　

大
拙
は
「
日
本
的
霊
性
」
を
論
じ
る
に
当
た
っ
て
、「
霊
性
」
概

念
の
明
確
化
を
試
み
て
い
る
が
、
大
拙
の
議
論
は
体
系
的
理
論
的
な

霊
性
論
を
展
開
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
当
面
の
議
論
に
必
要
な
範
囲

で
の
説
明
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
ま
ず
大
拙
の
霊
性
概
念
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
考
察
を
始
め
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　

大
拙
は
、
霊
性
概
念
を
導
入
す
る
に
あ
た
り
、
心
身
二
元
論
的
な

人
間
理
解
を
念
頭
に
議
論
を
行
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
精
神
と
物
質

の
二
者
に
対
す
る
霊
性
の
関
係
で
あ
る―

「
精
神
と
物
質
と
の

奥
に
、
今
一
つ
何
か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
鈴
木
、
一
九
四
四
、

二
一
）―

。
物
質
と
霊
性
と
の
区
別
に
つ
い
て
は
誤
解
の
余
地
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
問
題
は
、
霊
性
と
精
神
と
の
区
別

と
関
係
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
か
で
あ
る
。大
拙
に
よ
れ
ば
通
常
・

「
精
神
」
は
「
心
・
魂
・
物
の
中
核
」
を
意
味
し
、
特
に
「
日
本
精

神
」
と
い
う
場
合
の
「
精
神
」
は
理
念
ま
た
は
理
想
、
す
な
わ
ち
倫

理
性
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
精
神
の
特
徴
を
理
解
す

る
に
は
、
大
拙
が
「
知
性
的
な
も
の
」
に
つ
い
て
行
う
説
明
を
参
照

す
る
こ
と
が
で
き
る

（
（
（

。「
知
性
的
な
る
も
の
の
特
徴
は
二
元
的
と
云

う
と
こ
ろ
に
在
る
」（
鈴
木
、
一
九
四
六
、
二
九
）。
知
性
的
な
も
の
の

世
界
は
「
差
別
の
世
界
」「
対
象
的
な
世
界
」
で
あ
り
、
心
理
学
的

作
用
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
日
常
生
活
の
世
界
（
日
常
性
）、
あ
る
い

は
科
学
の
世
界
に
他
な
ら
な
い
。
霊
性
と
は
、
こ
う
し
た
二
元
的
な

分
別
の
レ
ベ
ル
の
事
柄
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
大
拙
が
繰
り
返
し

強
調
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
物
に
対
す
る
も
の
と
し

て
心
を
考
へ
る
が
、
霊
は
心
で
は
な
い
。
心
と
云
ふ
と
、
情
と
か
意

と
か
智
と
か
感
覚
と
か
云
ふ
心
理
学
的
作
用
を
指
示
す
る
の
が
常
で

あ
る
」（
同
書
、
一
五
一
）。

　

で
は
、
い
か
に
し
て
、
あ
る
い
は
な
ぜ
霊
性
に
つ
い
て
問
う
こ
と

が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
拙
は
、
日
常
の
分
別
の
世
界

で
生
き
る
上
で
、
分
別
（
思
索
と
行
為
）
の
依
拠
す
る
二
元
論
の
根

拠
・
源
泉
を
究
め
た
い
と
い
う
や
み
が
た
い
欲
求
が
人
間
に
は
存
在

す
る
と
考
え
る
。「
真
の
一
」
の
探
究
で
あ
る
。「
真
の
一
は
一
で
も

二
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
。
そ
の
や
う
な
一
と
は
何
か
と
云
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ふ
に
、
そ
れ
は
絶
対
一
で
あ
る
、
無
で
あ
る
、
神
で
あ
る
。
人
間
の

思
索
は
ど
う
し
て
も
此
処
ま
で
進
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」（
同
書
、
四

一
）。
し
か
し
、
人
間
が
神
に
つ
い
て
何
ら
か
の
仕
方
で
考
え
得
る

の
は
、
日
常
の
分
別
の
世
界
に
お
い
て
生
き
る
人
間
が
、
同
時
に
そ

れ
を
超
越
す
る
「
一
元
的
根
源
」
へ
の
関
わ
り
を
有
し
て
い
る
か
ら

に
他
な
ら
な
い
。つ
ま
り
、「
知
性
に
も
知
性
自
ら
を
超
越
す
べ
き『
何

物
』
か
が
潜
在
し
て
居
る
と
考
へ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」（
同
書
、四
三
）。

こ
こ
に
霊
性
に
つ
い
て
語
り
得
る
根
拠
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
分
別

あ
る
い
は
二
元
性
に
規
定
さ
れ
た
人
間
知
性
が
一
元
的
根
源
に
つ
い

て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
性
に
と
っ
て
自
己
矛
盾
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
こ
の
矛
盾
を
通
し
て
「
真
の
一
」
が
直
観
的
に
把
握
さ
れ
る

と
き
、人
間
は
ま
さ
に
「
霊
性
的
自
覚
」
に
ふ
れ
る
の
で
あ
る
。「
知

性
は
自
ら
を
殺
し
て
自
ら
を
生
か
す
と
云
ふ
矛
盾
の
と
こ
ろ
に
、
自

ら
の
真
の
愛
を
見
る
」（
同
書
、
四
三
）。

　

霊
性
と
は
人
間
が
日
常
の
分
別
の
世
界
の
中
で
は
意
識
せ
ず
に
、

あ
る
い
は
忘
却
し
て
い
る
真
の
存
在
根
拠
を
自
覚
的
に
直
観
で
き
る

人
間
の
可
能
性
で
あ
り
、
精
神
・
心
・
魂
と
い
っ
た
心
理
的
作
用
か

ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
し
か
し
同
時
に
、
霊
性
の
捉
え
る
世

界
こ
そ
が
、
人
間
存
在
の
根
拠
で
あ
り
、
目
標
な
の
で
あ
る
。「
霊

性
は
実
に
『
今
・
此
処
』
に
立
つ
て
居
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

精
神
も
こ
れ
で
働
き
、
幽
霊
も
こ
れ
か
ら
出
る
。
英
霊
も
神
霊
も
亦

こ
こ
か
ら
出
る
。ざ
つ
と
云
ふ
と
、霊
性
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
」（
同

書
、
一
五
九
）。
宗
教
哲
学
者
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
用
語
を
借
り
る
な
ら
ば
、

精
神
と
霊
性
の
関
係
は
意
味
世
界
と
意
味
根
拠
の
関
係
で
あ
り
、
霊

性
は
理
性
の
深
み
の
次
元
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う

（
7
（

。

　

以
上
よ
り
、
大
拙
が
霊
性
を
宗
教
と
結
び
つ
け
て
い
る
こ
と
、
ま

た
霊
性
と
そ
の
自
覚
が
、
可
能
性
と
現
実
性
、
普
遍
性
と
個
別
性

と
い
う
枠
組
み
で
理
解
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
大
拙
は
、
霊
性
と
精
神
と
の
区
別
を
論
じ
た
上
で
、「
霊
性
を

宗
教
意
識
と
云
つ
て
よ
い
」（
鈴
木
、
一
九
四
四
、
二
二
）
と
述
べ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
宗
教
と
言
っ
て
も
、
一

般
に
宗
教
と
解
さ
れ
る
も
の
（
実
定
的
な
個
別
的
宗
教
、
制
度
的
宗
教
）

と
単
純
に
同
一
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
個
々
の
宗
教
を
宗
教
た
ら
し

め
て
い
る
、
ま
た
個
別
的
宗
教
を
超
え
て
働
い
て
い
る
「
本
当
の
意

味
で
の
宗
教
」（
個
々
の
宗
教
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
る
べ
き
可
能
性
と

し
て
の
宗
教
性
）
に
他
な
ら
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
本
来

の
宗
教
性
・
霊
性
が
す
べ
て
の
民
族
に
可
能
性
と
し
て
内
在
し
て
い

る
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
霊
性
は
そ
れ
自
体
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

一
定
の
内
的
あ
る
い
は
外
的
要
因
に
よ
っ
て
現
実
化
・
具
体
化
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、「
日
本
的
霊
性
」
の
具
体
性
・
現
実
性
を
指
示
す
る
「
日

本
的
」
と
い
う
点
に
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本
来
普
遍
的

な
霊
性
が
、
日
本
に
お
い
て
い
か
な
る
仕
方
で
現
実
化
（
霊
性
の
覚

醒
）
し
た
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
大
拙
の
見
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解
は
明
解
で
あ
る
。「
日
本
的
霊
性
な
る
も
の
は
、
鎌
倉
時
代
で
始

め
て
覚
醒
し
た
」、「
古
代
の
日
本
人
に
は
、
本
当
に
云
ふ
宗
教
は
な

か
っ
た
」（
同
書
、
三
三
）。
こ
う
し
た
大
拙
の
主
張
を
誤
解
し
な
い

た
め
に
は
、
日
本
に
お
け
る
霊
性
覚
醒
の
有
無
に
つ
い
て
論
じ
る
際

に
、
問
わ
れ
て
い
る
の
が
先
に
説
明
し
た
意
味
に
お
け
る
霊
性
で
あ

る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
問
題
は
、
日
本
的

霊
性
と
仏
教
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
を
め
ぐ
る
大
拙
の
議
論
の
要

点
は
、「
霊
性
の
日
本
的
な
る
も
の
は
何
か
。
自
分
の
考
で
は
、
浄

土
系
思
想
と
禅
と
が
、
最
も
純
粋
な
姿
で
、
そ
れ
で
あ
る
と
云
ひ
た

い
の
で
あ
る
」（
同
書
、二
五
）
と
い
う
点
に
集
約
で
き
る
が
、し
か
し
、

日
本
的
霊
性
が
情
性
的
に
顕
現
し
た
の
が
浄
土
系
思
想
で
あ
り
、
知

性
的
に
現
実
化
し
た
の
が
禅
で
あ
る
と
い
う
大
拙
の
説
は
、
説
明
を

要
す
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
に
絞
っ
て
、
大
拙
の

議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
の
ポ
イ
ン
ト
、
仏
教
は
外
来
の
宗
教
で
は
な
い
こ
と
。

　
　

�「
浄
土
系
も
禅
も
仏
教
の
一
角
を
占
め
て
居
て
、
仏
教
は
外
来

の
宗
教
だ
か
ら
、
純
粋
に
日
本
的
な
霊
性
の
覚
醒
と
そ
の
表
現

で
は
な
い
と
思
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
が
、
自
分
は
第
一
、

仏
教
を
以
て
外
来
の
宗
教
だ
と
は
考
へ
な
い
、
随
つ
て
禅
も
浄

土
系
も
外
来
性
を
も
つ
て
居
な
い
。」（
同
書
、
二
五
）

　

大
拙
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
以
前
の
万
葉
と
平
安
の
時
代
に
は
、
宗
教

と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
は
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
霊
性
の
真
の
覚

醒
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
霊
性
の
覚
醒
は
鎌

倉
仏
教
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
覚
醒
に
は
、
以
下
の
よ

う
な
外
的
要
因
と
内
的
要
因
と
が
加
わ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

ま
ず
、
外
的
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
元
寇
で
あ
る
。

　
　

�「
元
寇
来
襲
と
云
ふ
歴
史
的
大
事
変
は
、
我
国
の
上
下
を
通
じ

て
国
民
生
活
の
上
に
、
各
方
面
に
わ
た
り
て
、
並
々
な
ら
ぬ
動

揺
を
生
じ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
各
種
の
動
揺
の
一
つ
で
、
精
神

的
方
面
に
は
、
わ
が
国
民
は
自
分
等
の
国
と
云
ふ
こ
と
に
つ
い

て
、
深
く
考
へ
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
と
思
ふ
。」（
同
書
、
七
八
）

　

こ
の
精
神
的
反
省
こ
そ
が
、
霊
性
の
覚
醒
に
必
要
な
条
件
な
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
外
的
要
因
は
内
的
要
因
と
呼
応
し
な
い
な
ら

ば
、
そ
れ
は
単
に
外
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
。
霊
性
が
覚
醒
す
る
に

は
、
外
的
と
内
的
の
二
つ
の
要
因
が
創
造
的
に
相
互
作
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
蒙
古
来
襲
は
、
平
安
期
の
都
の
享
楽
的
生
活
と
頽
廃

が
、「
日
本
人
の
生
活
全
体
の
上
に
、
何
と
な
く
、『
こ
の
ま
ま
で
は
、

す
む
も
の
で
な
い
』
と
云
ふ
気
分
を
、
無
意
識
で
は
あ
る
が
、
起
さ

せ
た
」（
同
書
、
一
〇
八
）
中
で
生
じ
た
が
、
こ
こ
に
外
的
脅
威
（
外

的
要
因
）
と
無
意
識
の
不
安
（
内
的
要
因
）
と
が
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
二
つ
の
要
因
は
、「
農
民
を
背
景
と
す
る
武
家
階
級
」
と
そ

の
「
大
地
精
神
」（
同
書
、
七
四
）
と
い
う
場
で
相
互
作
用
を
行
い
、

日
本
的
霊
性
の
覚
醒
を
促
し
た
。
大
地
に
根
ざ
す
（
大
地
性
）
と
い

う
こ
と
は
、
日
本
仏
教
が
民
衆
の
実
生
活
の
現
場
に
お
い
て
真
に
日
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本
人
の
生
命
に
浸
透
し
た
と
い
う
こ
と
に
意
味
す
る
。「
大
地
の
生

活
は
真
実
の
生
活
で
あ
る
。
信
仰
の
生
活
で
あ
る
。
偽
り
を
入
れ
な

い
生
活
で
あ
る
」（
同
書
、
八
七
）。
こ
の
よ
う
に
覚
醒
し
た
日
本
的

霊
性
に
創
造
的
な
表
現
形
態
を
与
え
た
の
が
、
禅
で
あ
り
浄
土
系
思

想
だ
っ
た
の
で
あ
る
。「
そ
れ
故
、
日
本
仏
教
は
日
本
化
し
た
仏
教

だ
と
は
云
は
ず
に
、
日
本
的
霊
性
の
表
現
そ
の
も
の
だ
と
云
つ
て
お

い
て
よ
い
の
で
あ
る
」（
同
書
、
一
〇
〇
）。
以
上
が
、
神
道
で
は
な
く
、

日
本
仏
教
こ
そ
が
日
本
的
霊
性
の
実
現
形
態
で
あ
る
こ
と
の
、
し
た

が
っ
て
日
本
仏
教
が
外
来
宗
教
で
は
な
い
と
い
う
主
張
の
根
拠
な
の

で
あ
る
。

　

第
二
の
ポ
イ
ン
ト
、
日
本
的
霊
性
の
能
動
性
に
つ
い
て
。

　

鎌
倉
仏
教
が
日
本
的
霊
性
の
覚
醒
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本

的
霊
性
の
側
か
ら
言
え
ば
、
鎌
倉
仏
教
と
い
う
仏
教
の
新
し
い
可
能

性
が
具
体
化
す
る
に
際
し
て
、
日
本
的
霊
性
が
積
極
的
能
動
的
に
寄

与
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
浄
土
系
思
想
も
禅
も
中
国

民
族
の
霊
性
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
が
、
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
そ
の

展
開
は
日
本
的
霊
性
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る―

「
日
本
的
霊
性

の
洗
礼
を
受
け
た
仏
教
」―

。
従
っ
て
、
日
本
的
霊
性
の
覚
醒
と

し
て
の
鎌
倉
仏
教
は
、
日
本
化
と
い
う
名
の
下
に
お
け
る
仏
教
の
非

仏
教
化
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
仏
教
の
新
し
い
可
能
性
の
現
実

化
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
所
謂『
日
本
化
』

な
る
も
の
が
世
界
性
を
持
つ
」（
鈴
木
、
一
九
四
六
、
二
〇
三
）
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
歴
史
的
状
況
下
で
、
大

拙
が
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
大
拙
が
問
う
て
い
る
仏
教
に
よ
る
日

本
的
霊
性
の
覚
醒
が
、
日
本
の
問
題
に
止
ま
ら
ず
、
世
界
史
的
な
意

義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
つ
ま
り
、

大
拙
は
、「
新
憲
法
の
発
布
は
日
本
霊
性
化
の
第
一
歩
と
云
つ
て
も

よ
い
」
と
述
べ
、
新
憲
法
に
明
文
化
さ
れ
た
「
戦
争
放
棄
は
『
世
界

政
府
』
又
は
『
世
界
国
家
』
建
設
の
伏
線
で
あ
る
」（
鈴
木
、一
九
四
七
、

二
二
七
）
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
敗
戦
に
よ
る
灰
燼
の
中
か
ら
実

現
さ
れ
る
べ
き
現
代
日
本
の
霊
性
化
は
、
日
本
が
世
界
に
対
し
て
な

す
べ
き
使
命
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
敗
戦
に

よ
っ
て
軍
隊
を
失
っ
た
日
本
こ
そ
が
、
世
界
平
和
の
実
現
と
い
う
点

で
人
類
の
未
来
に
貢
献
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

三
、
日
本
的
霊
性
と
キ
リ
ス
ト
教

　

以
上
の
よ
う
な
「
日
本
的
霊
性
」
の
議
論
は
、
い
っ
た
い
ど
こ
で

キ
リ
ス
ト
教
の
問
題
と
結
び
付
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
大
拙

の
議
論
の
歴
史
的
文
脈
（
第
二
次
世
界
大
戦
と
い
う
歴
史
的
環
境
）
に

注
目
す
る
こ
と
に
し
た
い
。『
日
本
的
霊
性
』
に
お
け
る
大
拙
の
論

考
は
、
鎌
倉
仏
教
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

大
拙
の
意
識
は
む
し
ろ
現
代
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
議
論
を
鎌
倉
仏

教
に
託
し
つ
つ
も
、
そ
の
問
題
意
識
が
現
代
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
は

（
（
（

、
続
い
て
戦
後
に
出
版
さ
れ
た
、『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』『
日
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本
の
霊
性
化
』
に
お
い
て
明
瞭
で
あ
り
、
大
拙
は
、
現
代
日
本
に
お

け
る
霊
性
の
覚
醒
に
と
っ
て
の
外
的
要
因
で
あ
る
戦
争
・
敗
戦
に
呼

応
す
る
内
的
要
因
と
し
て
の
日
本
仏
教
の
活
性
化
を
模
索
し
て
い
た

と
言
え
よ
う
。「
仏
教
を
活
か
し
、
真
宗
を
活
か
す
、
殆
ん
ど
唯
一

の
途
は
、
日
本
的
霊
性
的
自
覚
の
主
体
性
に
注
意
す
る
よ
り
外
な
い

と
す
ら
考
へ
て
居
る
自
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
日
本
的
な
も
の
が
世
界

性
を
加
へ
て
来
る
」（
鈴
木
、
一
九
四
六
、
二
〇
三
）、「
近
代
日
本
の

歴
史
的
環
境
が
亦
能
く
鎌
倉
時
代
の
に
似
て
居
て
、
更
に
切
迫
し
た

も
の
が
あ
る
」（
鈴
木
、
一
九
四
四
、
五
九
）
と
指
摘
さ
れ
る
通
り
で

あ
る
。
大
拙
は
「
日
本
的
霊
性
に
は
何
等
の
政
治
的
価
値
も
附
し
た

く
な
い
の
で
あ
る
」（
同
書
、
一
〇
〇
）
と
し
て
、
軍
国
主
義
や
排
他

的
国
家
主
義
の
手
垢
が
つ
い
た「
日
本
精
神
」か
ら
目
指
す
べ
き「
日

本
的
霊
性
」
を
峻
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
我
々
は
、
こ
こ
に
含

意
さ
れ
た
大
拙
の
意
図―

排
他
的
国
家
主
義
の
批
判
的
解
体
を
通

し
た
日
本
の
霊
的
再
建―

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教

と
キ
リ
ス
ト
教
と
は―

も
ち
ろ
ん
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
限
定
す

る
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が―

、
ま
さ
に
こ
の
近
代
日
本
と
い

う
歴
史
的
環
境
を
共
有
し
、
同
じ
課
題
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
明
治
時
代
以
降
の
代
表
的
な
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
の
問

題
意
識
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
江
戸
末
期
に
再
度
伝
播
し
た

キ
リ
ス
ト
教
は
、
外
来
宗
教
と
し
て
登
場
し
、
日
本
人
に
よ
っ
て
西

洋
宗
教
と
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
明
治
以
降
の

日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
存
在
意
味
を

日
本
的
宗
教
性
（
日
本
的
霊
性
）
と
の
関
わ
り
で
明
確
化
す
る
こ
と

は
き
わ
め
て
困
難
な
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
明
治
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
の
多
く
は
、
自
ら
を
愛
国
者

で
あ
る
と
強
く
自
覚
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
二
つ
の
Ｊ
」
で
有
名

な
内
村
鑑
三
だ
け
で
な
く
、
キ
リ
ス
ト
論
論
争
で
は
真
っ
向
か
ら
対

立
し
た
海
老
名
弾
正
と
植
村
正
久
も
、
自
覚
的
な
愛
国
者
で
あ
る
点

で
は
、
一
致
し
て
い
た

（
9
（

。
た
と
え
ば
植
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
（
以
下
、『
植
村
正
久
著
作
集
』
第
一
巻
、
新
教
出
版
社
、
一
九
六
六
年
、

よ
り
引
用
）。

　
　

�「
吾
人
は
国
家
の
た
め
、
霊
性
の
救
拯
の
た
め
に
、
神
霊
主
義

の
大
旗
を
掲
げ
、
全
力
を
尽
く
し
て
こ
の
強
敵
（
唯
物
的
精
神
、

引
用
者
補
足
）
を
挫
か
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
日

本
帝
国
の
た
め
に
こ
の
国
害
を
取
り
除
く
重
任
を
負
え
る
」（
植

村
正
久
「
日
本
伝
道
論
」、
明
治
二
七
年
、
八
八
頁
）、「
日
本
の
キ

リ
ス
ト
教
徒
は
非
常
な
る
熱
情
、
壮
烈
な
る
志
望
と
を
も
っ
て
、

神
に
祷
告
し
、
今
回
の
事
変
（
日
清
戦
争
、
引
用
者
補
足
）
が
日

本
帝
国
の
光
栄
を
増
し
、
将
来
に
大
関
係
あ
る
履
歴
を
作
り
、

大
い
に
世
界
の
文
明
に
与
力
す
る
端
を
開
く
に
至
ら
ん
こ
と
を

求
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
。」（
植
村
正
久
「
世
界
の
日
本
」、明
治
二
七
年
、

九
五
頁
）

　

こ
う
し
て
、
明
治
以
降
の
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
日
本



��4明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 44 号〕平成 19 年 11 月

人
で
あ
る
と
同
時
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
の
前
提

で
あ
る
と
同
時
に
、
避
け
て
通
れ
な
い
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
提
出
さ
れ
た
の
が
、一
連
の「
日

本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
大
拙
の
日
本

的
霊
性
論
と
同
一
の
問
題
意
識
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
点
を
具
体
的
に
確
認
す
る
た
め
に
、
次
に
、
大
拙
と
同
時

代
を
生
き
、
近
代
日
本
思
想
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
矢
内
原
忠
雄

の
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

矢
内
原
忠
雄
は
、『
国
家
の
理
想―

戦
時
評
論
集―

』
所
収

の
諸
論
考
で
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。「
日
本
的
基
督
教
と
い

ふ
の
は
、
西
洋
か
ぶ
れ
の
し
な
い
基
督
教
と
い
ふ
こ
と
」
で
あ
り
、

思
想
的
経
済
的
に
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
自
立
し
た
日
本
人
に
よ

る
日
本
伝
道
を
行
う
教
会
、
つ
ま
り
、
矢
内
原
の
師
で
あ
る
内
村
鑑

三
の
目
指
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
他
な
ら
な
い
（
矢
内
原
、
一
九
八
二
、

一
一
六
）。
そ
れ
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
日
本
人
の
心
情―

大
拙
な
ら
ば
霊
性―

に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、

大
拙
の
理
解
す
る
鎌
倉
仏
教
と
類
似
し
た
論
理
構
造
を
持
っ
て
い
る

（
（（
（

。

　

ま
ず
、
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、「
日
本
人
の
心
に
よ
つ
て
基
督

教
を
把
握
す
る
と
い
ふ
事
」
で
あ
り
、（
同
書
、
四
三
七
）、
矢
内
原

は
次
の
よ
う
に
明
言
し
て
憚
ら
な
い
。「
基
督
教
は
日
本
精
神
の
美

点
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
其
の
足
ら
ざ
る
を
補
ひ
、
及

ば
ざ
る
を
純
化
す
べ
き
も
の
」
で
あ
っ
て
、「
基
督
教
は
我
が
国
体

に
反
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
基
督
教
会
の
繰
返
し
て
の
主
張
で
あ

り
、又
其
の
実
行
で
も
あ
る
。
私
も
さ
う
信
じ
る
一
人
で
あ
る
」（
同

書
、
一
一
八
）、
と
。
し
た
が
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
単
な
る
外
来
宗

教
で
は
な
く
、
日
本
人
の
心
情
に
根
差
し
た
も
の
と
な
る
べ
き
で
あ

り
、
ま
た
そ
う
な
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、「
既

に
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
を
る
通
り
に
、
基
督
教
は
西
洋
に
伝
り
西

洋
諸
国
を
真
に
興
し
た
一
つ
の
大
き
な
精
神
力
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど

も
、
基
督
教
即
西
洋
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
督
教
は
ア
ジ
ア
か
ら

興
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
ア
ジ
ア
人
で
あ

る
。
聖
書
は
ア
ジ
ア
人
の
心
で
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
」（
同
書
、
四

三
七
）、
か
ら
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
、「
之
を
私
共
が
欧
米
人
を
通

し
て
習
う
の
で
な
し
に
、
日
本
人
の
心
を
以
て
直
接
神
様
か
ら
」
習

う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
矢
内
原
の
提
唱
す
る
日
本
的
キ

リ
ス
ト
教
は
『
日
本
的
霊
性
』
に
お
け
る
大
拙
の
議
論
よ
り
も―

『
日
本
の
霊
性
化
』『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』
は
別
に
し
て―

、
日

本
精
神
に
対
す
る
批
判
性
を
鮮
明
に
示
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
矢
内
原
の
言
う
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
は
キ
リ
ス
ト

教
を
日
本
主
義
に
同
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
キ
リ

ス
ト
教
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
矢
内
原
が
考
え
る
真
の
愛
国
は
、
旧
約

聖
書
の
預
言
者
イ
ザ
ヤ
の
場
合
の
よ
う
に
、
正
義
と
平
和
と
い
う
国

家
の
理
想
に
基
づ
い
て
現
実
の
国
家
の
誤
り
を
批
判
し
つ
つ
表
明
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、「
愛
と
平
和
と
正
義
の
上
に
立
つ
民
族
主
義
」
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（
同
書
、
三
二
五
）
に
他
な
ら
な
い
。
矢
内
原
を
東
京
帝
国
大
学
教
授

辞
任
に
追
い
込
む
こ
と
に
な
る「
一
先
ず
此
の
国
を
葬
つ
て
下
さ
い
」

と
い
う
言
葉
は
、「
真
の
愛
国
」
と
い
う
地
点
か
ら
発
せ
ら
れ
た
も

の
な
の
で
あ
る

（
（（
（

。
こ
れ
は
、「
国
体
信
仰
に
封
印
さ
れ
た
閉
ざ
さ
れ

た
愛
国
心
」を
批
判
し
、「
理
想
を
亡
失
し
た
現
実
国
家
日
本
の
不
義
」

を
撃
つ
も
の
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
大
浜
、
二
〇
〇
六
、
六
三
─

六
四
）。
し
か
し
、
以
上
の
近
代
日
本
の
歴
史
的
現
実
に
対
す
る
鋭

い
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
日
本
民
族
は
天
皇
の
臣
民
で
あ
る
と

共
に
、
天
皇
の
族
員
で
あ
る
。
之
が
日
本
民
族
の
伝
統
的
な
る
民
族

感
情
で
あ
り
、
国
体
の
精
華
で
あ
る
」（
矢
内
原
、
一
九
八
二
、
三
五
九
）

と
言
い
得
る
点
で
、
矢
内
原
の
言
う
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
外
来

宗
教
で
あ
る
こ
と
を
脱
却
し
日
本
的
霊
性
の
表
現
と
な
っ
た
キ
リ
ス

ト
教
で
あ
る
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
大
拙
の
理
解
す
る
鎌
倉
仏
教
が
仏
教
自
体
の
新
し
い
可
能

性
の
開
花
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
、
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
キ
リ

ス
ト
教
自
体
の
新
展
開
と
い
う
面
を
有
し
て
い
る
。「
そ
れ
は
日
本

精
神
の
美
を
発
揮
し
、
英
米
人
も
独
逸
人
も
他
の
如
何
な
る
民
族
も

為
し
能
は
ざ
る
処
の
新
し
い
貢
献
を
ば
、
基
督
教
真
理
の
研
究
と
開

展
に
附
け
加
ふ
る
積
極
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
其
の

意
味
に
於
て
の
み
日
本
的
基
督
教
の
運
動
は
、
基
督
教
歴
史
の
一
大

時
期
を
劃
す
る
も
の
で
あ
り
得
る
」（
同
書
、
一
二
〇
）。
次
の
引
用

が
示
す
よ
う
に
、
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
新
し
い

可
能
性
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
本
が
世
界
に
貢
献

す
る
こ
と
を
も
可
能
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　

�「
日
本
的
基
督
教
の
使
命
は
、
第
一
に
は
、
日
本
人
の
心
に
よ

つ
て
基
督
教
の
深
い
真
理
を
、
深
い
深
い
基
督
教
の
真
理
を
新

に
把
握
す
る
、
新
な
る
角
度
か
ら
把
握
す
る
、
之
が
第
一
で
あ

り
ま
す
。
第
二
に
は
、
斯
く
し
て
把
握
し
た
る
基
督
教
に
よ
つ

て
日
本
の
国
を
高
め
る
事
で
あ
る
。
さ
う
し
て
日
本
の
国
に
よ

つ
て
世
界
を
高
め
る
事
で
あ
り
ま
す
。」（
同
書
、
四
三
八
）

こ
こ
に
、
大
拙
の
鎌
倉
仏
教
の
場
合
と
同
様
に
、
日
本
的
霊
性
と
キ

リ
ス
ト
教
と
の
創
造
的
相
互
作
用
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　

以
上
よ
り
、
矢
内
原
の
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
の
構
想
の
中
に
、
大

拙
の
日
本
的
霊
性
論
と
同
様
の
根
拠
に
基
づ
い
た
、
キ
リ
ス
ト
教
と

日
本
的
霊
性
の
関
係
理
解
を
見
い
だ
し
得
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
。
現
代
日
本
に
お
け
る
霊
性
覚
醒
へ
の
寄
与
と
い
う
点
で
は
、
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
も
日
本
的
霊
性
論
に
お
い
て
大
拙
が
取
り
組
ん
だ

の
と
同
じ
課
題
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、
展
望

　

矢
内
原
が
論
じ
た
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
は
、
二
一
世
紀
の
キ
リ
ス

ト
教
の
存
在
意
味
あ
る
い
は
そ
の
思
想
的
可
能
性
を
、
日
本
と
い
う

場
に
お
い
て
問
う
場
合
に
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
の
際
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に
、
現
代
日
本
の
宗
教
状
況
が
宗
教
的
多
元
性
の
も
と
で
理
解
さ

れ
る
べ
き
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
日
本
的
霊
性
（
日
本
的
宗
教
性
）

を
仏
教
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
解
明
し
た
大
拙
の
議
論
は
、
ま
ず
第

一
に
参
照
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に

と
っ
て
の
鈴
木
大
拙
の
思
想
的
意
義
の
一
端
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
の
状
況
は
鈴
木
大
拙
や
矢
内
原
忠
雄
の
も
の

と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。な
に
よ
り
も
、大
拙
と
矢
内
原
に
と
っ

て
は
、
排
他
的
国
家
主
義
の
下
で
、
批
判
を
許
さ
な
い
高
圧
的
な
も

の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
「
日
本
的
な
も
の
」「
日
本
的
伝
統
」「
日

本
精
神
」
に
対
し
て
、
批
判
的
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
現
在
は
可
能

で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
批
判
的
作
業
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、こ
れ
ま
で
の
議
論
を
前
提
に
、今
後
「
日

本
と
キ
リ
ス
ト
教
」
の
積
極
的
関
係
を
論
じ
る
際
に
留
意
す
べ
き
い

く
つ
か
の
論
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
を
結
び
た
い
。

　
（
一
）
現
代
の
問
題
状
況
か
ら
見
た
鈴
木
大
拙
や
矢
内
原
忠
雄
の

議
論
の
問
題
点
の
一
つ
は
、「
日
本
」
に
つ
い
て
の
反
省
的
な
問
い

か
け
が
欠
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り
、両
者
に
お
い
て
は
、「
日

本
」「
日
本
的
」
と
い
っ
た
概
念
が
自
明
の
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ

て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。し
か
し
、「
日
本
」

と
い
う
名
の
も
と
で
集
約
さ
れ
て
き
た
伝
統
の
重
層
性
や
多
元
性
を

適
切
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、「
日
本
と
は
宗
教
的
観
点
か

ら
見
て
何
で
あ
る
の
か
」
に
つ
い
て
の
批
判
的
考
察
は
、
避
け
て
通

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、「
日
本
列
島
の
社
会
は
列
島
外
の

諸
地
域
と
の
結
び
つ
き
を
通
し
て
、
き
わ
め
て
多
様
な
個
性
を
持
つ

諸
地
域
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
『
日
本
』
を
斉
一
な
存

在
と
き
め
こ
ん
で
、『
日
本
人
』
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
追
求

し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
国
家
に
引
き
ず
ら
れ
た
現
実
ば

な
れ
し
た
無
理
な
試
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
あ
え
て
通
そ
う
と
す
れ
ば
、

多
く
の
大
切
な
も
の
を
切
り
落
と
し
た
う
え
で
、
偏
っ
た
『
虚
像
』

を
描
き
出
し
、
と
き
に
は
デ
マ
ゴ
ギ
ー
す
ら
伴
っ
て
、
現
代
日
本
人

の
自
己
認
識
を
大
き
く
誤
ら
せ
る
結
果
に
な
る
こ
と
は
疑
い
な
い
」

（
網
野
、
二
〇
〇
〇
、
五
一
）
と
の
歴
史
学
者
の
見
解
を
宗
教
学
者
も

無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
朝
鮮
や
台
湾
を
喪
失

し
、
非
日
系
人
が
一
気
に
少
数
と
な
っ
た
戦
後
の
日
本
で
単
一
民
族

神
話
が
通
用
し
た
と
し
て
も
、
多
民
族
国
家
で
あ
っ
た
戦
前
に
お
い

て
、
単
一
民
族
と
い
う
意
識
が
成
立
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
？
」（
小
熊
、

一
九
九
五
、
四
）
と
の
疑
問
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、

現
代
に
お
い
て
「
日
本
的
霊
性
」
を
論
じ
る
前
提
に
関
わ
る
も
の
と

言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
二
）「
日
本
」「
日
本
的
」
を
め
ぐ
る
歴
史
的
ま
た
思
想
史
的
な

反
省
は
、
現
代
人
が
自
ら
の
状
況
に
お
い
て
、
い
か
な
る
「
日
本
」

概
念
の
再
構
築
を
目
ざ
す
の
か
と
い
う
問
い
へ
と
展
開
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い

（
（（
（

。「
日
本
」「
日
本
的
」
を
め
ぐ
る
歴
史
的
分
析
は
、
多
く
の

「
日
本
」
イ
メ
ー
ジ
の
虚
構
性
・
神
話
性
を
顕
わ
に
す
る
も
の
で
あ
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る
が
、
人
間
に
と
っ
て
の
現
実
感
覚
・
現
実
理
解
と
は
社
会
的
構
想

力
の
作
用
に
基
づ
い
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
り

（
（（
（

、
そ
の
意
味
で
わ
れ

わ
れ
は
神
話
性
を
完
全
に
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い―

「
民
族

は
虚
構
に
支
え
ら
れ
な
け
れ
ば
成
立
し
得
な
い
現
象
」
だ
が
、「
し

か
し
虚
構
と
は
事
実
の
否
定
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
虚
構
の
助

け
な
し
に
は
我
々
を
取
り
巻
い
て
い
る
現
実
が
そ
も
そ
も
成
立
し
得

な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
ね
ば
な
ら
な
い
」（
小
坂
井
、
二
〇
〇
二
、

五
九
）。
こ
の
点
を
確
認
し
た
上
で
、む
し
ろ
積
極
的
に
い
か
な
る「
日

本
」
を
構
想
す
る
の
か
が
、
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ

う
し
て
、「
日
本
」
と
は
、
そ
し
て
「
日
本
的
霊
性
」
と
は
、
現
代

人
に
と
っ
て
の
将
来
に
向
け
た
課
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。「
課
題
と
し
て
の
日
本
」
と
い
う
問
題
意
識
は
、「
新
憲
法
の
発

布
は
日
本
霊
性
化
の
第
一
歩
と
云
つ
て
も
よ
い
」
と
述
べ
た
際
に
大

拙
の
中
に
存
在
し
て
い
た
も
の
で
あ
り
、「
愛
国
」「
愛
国
心
」
と
い
っ

た
問
題
も
、
こ
う
し
た
問
い
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か

（
（（
（

。

　
（
三
）
課
題
と
し
て
の
日
本
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
キ
リ
ス
ト

教
は
い
か
な
る
主
体
的
な
関
わ
り
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
解
答
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
指
摘
し
た
観
点
と
は
別
に
、
著
者
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
超
高

齢
化
社
会
に
お
け
る
新
し
い
家
族
・
家
の
あ
り
方
と
そ
こ
に
お
け
る

宗
教
の
役
割
で
あ
る

（
（（
（

。
現
代
日
本
の
人
口
動
向
を
考
え
る
と
き
、
こ

れ
ま
で
「
日
本
的
」
伝
統
を
支
え
て
き
た
家
族
あ
る
い
は
家
が
今
後

い
っ
そ
う
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
日

本
の
キ
リ
ス
ト
教
会
は
、
こ
う
し
た
平
均
的
な
日
本
社
会
を
上
回
る

ス
ピ
ー
ド
で
高
齢
化
し
つ
つ
あ
る
が

（
（（
（

、
そ
れ
に
よ
っ
て
問
わ
れ
て
い

る
の
は
、
信
仰
共
同
体
と
し
て
の
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
、
血
縁
を

超
え
た
共
同
性
の
場
、
精
神
的
な
絆
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
共
生
の

場
と
し
て
構
築
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
も
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が

こ
の
課
題
に
対
し
て
有
効
な
共
同
体
モ
デ
ル
を
提
示
で
き
る
と
す
る

な
ら
ば
、
現
代
の
超
高
齢
化
の
進
展
の
中
で
危
機
に
陥
っ
て
い
る
日

本
の
家
族
・
家
の
新
し
い
姿
に
つ
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か

ら
積
極
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
こ
そ
、
日
本

に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
課
題
と
存
在
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、「
日
本
的
霊
性
」
と
は
こ
う
し
た
問
題
を
離
れ
て
は
存
在

し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
、「
日
本
と
キ
リ
ス
ト
教
」
と
の
関
係
を
論
じ
る
際
の
論
点

を
列
挙
し
て
き
た
が
、
現
代
人
が
自
ら
の
問
題
状
況
を
明
確
に
自
覚

す
る
と
き
に
こ
そ
、
鈴
木
大
拙
の
「
日
本
的
霊
性
」
あ
る
い
は
矢
内

原
忠
雄
の
「
日
本
的
キ
リ
ス
ト
教
」
の
議
論
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

い
仕
方
で
の
理
解
と
継
承
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

文
献
と
引
用
の
仕
方

　

本
稿
で
は
、
次
に
挙
げ
た
文
献
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
本
文
中
に
、



��8明治聖徳記念学会紀要〔復刊第 44 号〕平成 19 年 11 月

（
鈴
木
、
一
九
四
四
、
二
五
）
な
ど
の
仕
方
で
、（
著
者
、
年
代
、
頁
）
を

示
す
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
鈴
木
大
拙
、
矢
内
原
忠
雄
、

植
村
正
久
か
ら
の
引
用
は
、
一
部
表
記
を
改
め
た
。

　

鈴
木
大
拙�

�（
一
九
四
四
）『
日
本
的
霊
性
』（『
鈴
木
大
拙
全
集
〔
増
補

新
版
〕』
第
八
巻
）
岩
波
書
店
。

�
�（

一
九
四
六
）『
霊
性
的
日
本
の
建
設
』（『
鈴
木
大
拙
全
集

〔
増
補
新
版
〕』
第
九
巻
）。

�
�（

一
九
四
七
）『
日
本
の
霊
性
化
』（『
鈴
木
大
拙
全
集
〔
増

補
新
版
〕』
第
八
巻
）。

　

矢
内
原
忠
雄�（
一
九
八
二
）『
国
家
の
理
想―

戦
時
評
論
集
』岩
波
書
店
。

　

網
野
善
彦�

�（
二
〇
〇
〇
）『
日
本
の
歴
史
00　
「
日
本
」
と
は
何
か
』

講
談
社
。

　

大
浜�

徹
也�

�（
二
〇
〇
六
）「
キ
リ
ス
ト
者
に
み
る
日
本
へ
の
目―

矢

内
原
忠
雄
を
場
と
し
て
」『
明
治
聖
徳
記
念
学
会
紀
要
』

復
刻
第
四
三
号
、
六
二
─
七
一
頁
。

　

小
熊
英
二�

�（
一
九
九
五
）『
単
一
民
族
神
話
の
起
源―

〈
日
本
人
〉

の
自
画
像
の
系
譜
』
新
曜
社
。

　

小
坂
井
敏
晶�（
二
〇
〇
二
）『
民
族
と
い
う
虚
構
』
東
京
大
学
出
版
会
。

注（
1
）　

キ
リ
ス
ト
教
は
、
欧
化
主
義
か
ら
国
粋
主
義
へ
の
時
代
の
転
換
の

中
で
、
明
治
二
〇
年
代
に
入
る
と
、
大
き
な
壁
に
突
き
当
た
る
よ

う
に
な
る
。
そ
れ
を
象
徴
す
る
の
が
、
内
村
鑑
三
の
「
不
敬
事
件
」

で
あ
り
、
井
上
哲
次
郎
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
（「
教
育
と
宗
教
の

衝
突
事
件
」）
で
あ
っ
た
。
井
上
の
議
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
批
判

の
典
型
と
言
え
る
。

（
（
）　

キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
化
に
関
し
て
は
、
森
本
あ
ん
り
『
ア
ジ
ア
神

学
講
義―

グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
神
学
』（
創

文
社
、
二
〇
〇
四
年
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
（
）　�F
ritz�B

uri,�B
udda-C

hristus als der H
err des w

ahren 
Selbst. D

ie R
eligionsphilosophie der K

yoto-schule 
und das Christentum

,�V
erlag�Paul�H

aupt,�19（（.

小
野�

寺　

功
『
評
論　

賢
治
・
幾
多
郎
・
大
拙―

大
地
の
神
学
』

春
風
社
、
二
〇
〇
一
年
。

小
田�

垣
雅
也
『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
宗
教
』
創
文
社
、
二
〇

〇
六
年
。

（
4
）　

鈴
木
大
拙
の
日
本
的
霊
性
論
に
つ
い
て
は
、
神
道
思
想
研
究
の
立

場
か
ら
の
反
論
が
当
然
予
想
さ
れ
る
が
、
次
の
論
文
は
、
大
拙
の

主
張
の
偏
り
に
つ
い
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。

鎌
田�

東
二　
「「
日
本
的
霊
性
」
を
問
い
直
す
」
季
刊
『
公
共
研
究
』

（
千
葉
大
学
（1
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
持
続
可
能
な
福

祉
社
会
に
向
け
た
公
共
研
究
拠
点
」）
第
三
巻
第
一
号
、
二

〇
〇
六
年
、
五
六
─
七
八
頁
。

（
（
）　

日
本
的
霊
性
論
に
関
連
し
た
『
全
集
』
第
二
巻
所
収
の
小
論
に
つ

い
て
は
、
本
稿
で
は
省
略
す
る
。

（
（
）　

鈴
木
大
拙
が
取
り
上
げ
る
「
知
性
」
は
、
理
性
に
対
す
る
悟
性
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
7
）　

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
論
に
つ
い
て
は
、
芦
名
定
道
『
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

と
現
代
宗
教
論
』（
北
樹
出
版
、
一
九
九
四
年
）
を
参
照
い
た
だ

き
た
い
。

（
（
）　

末
木
文
美
士
（『
明
治
思
想
家
論―

近
代
日
本
の
思
想
・
再
考
Ｉ
』

ト
ラ
ン
ス
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
鈴
木
大
拙
の
国
家
論
に

つ
い
て
「
二
枚
腰
的
な
複
雑
さ
」（
一
八
三
頁
）
を
指
摘
し
て
い

る
が
、
大
拙
の
日
本
的
霊
性
論
に
お
け
る
国
家
主
義
批
判
、
神
道
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批
判
に
つ
い
て
も
、
こ
う
し
た
国
家
論
の
問
題
点
が
念
頭
に
置
か

れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
9
）　

内
村
鑑
三
や
海
老
名
弾
正
に
つ
い
て
は
、
次
の
拙
論
を
参
照
い
た

だ
き
た
い
。

芦
名�
定
道　
「
キ
リ
ス
ト
教
思
想
か
ら
見
た
海
老
名
弾
正
」『
ア
ジ

ア
・
キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
』（
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研

究
会
）
第
二
号
、
二
〇
〇
四
年
、
一
─
三
〇
頁
。

芦
名�

定
道　
「
日
韓
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
土
着
化―

民
族
を
め

ぐ
っ
て
」『
福
音
と
世
界
』
二
〇
〇
七
年
七
月
号
、
新
教
出

版
社
、
五
一
─
五
八
頁
。

（
10
）　

矢
内
原
が
大
拙
と
同
様
に
鎌
倉
仏
教
や
元
寇
を
念
頭
に
議
論
を

行
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
引
用
よ
り
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
つ
ま
り
、
両
者
の
議
論
の
比
較
に
は
十
分
な
根
拠
が
あ

る
の
で
あ
る
。「
昔
日
本
に
仏
教
の
伝
は
つ
た
時
、
弘
法
大
師
は

本
地
垂
迹
の
説
を
立
て
て
、
仏
教
の
諸
仏
と
日
本
の
神
々
と
を
同

一
人
格
視
し
た
。
此
の
伝
道
方
法
に
よ
つ
て
、
仏
教
は
日
本
の
国

土
に
根
を
下
ろ
し
た
の
で
あ
る
。
基
督
教
も
亦
日
本
の
国
家
に
根

を
下
し
、
日
本
人
の
心
情
に
植
え
ら
れ
る
為
に
は
、
是
非
と
も
西

洋
か
ぶ
れ
し
な
い
日
本
的
基
督
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
日
本
精
神
日
本
主
義
に
妥
協
し
迎
合
す
れ
ば
す
る
程
、
基
督
教

は
容
易
に
日
本
の
宗
教
と
し
て
普
及
す
る
で
あ
ろ
う
。」（
矢
内
原
、

一
九
八
二
、
一
一
八
）、「
日
本
が
嘗
て
歴
史
上
に
経
験
し
た
る
最

大
非
常
時
の
一
つ
は
、
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
元
寇
で
あ
つ
た
。
其

の
時
日
本
の
上
下
は
不
安
動
揺
の
中
に
混
乱
し
た
が
、
た
だ
一
人

動
か
な
か
つ
た
も
の
は
日
蓮
上
人
で
あ
っ
た
」、「
日
本
国
は
彼
の

信
仰
に
よ
つ
て
支
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
」（
同
書
、
二
七
八
）。

（
11
）　
「
一
先
ず
こ
の
国
を
葬
っ
て
下
さ
い
」
に
現
れ
た
矢
内
原
の
思
想

に
つ
い
て
は
、
今
滝
憲
雄
「
矢
内
原
忠
雄―

罪
人
の
首
と
日
本

国
の
柱
」（
芦
名
定
道
編
『
比
較
宗
教
学
へ
の
招
待―

東
ア
ジ

ア
の
視
点
か
ら
』
晃
洋
書
房
、二
〇
〇
六
年
、一
一
四
─
一
一
五
頁
）

を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
1（
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
、
民
族
の
メ
タ
フ
ァ
ー
化
と
い
う
視
点

か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
構
想
し
て
い
る
。
芦
名
定
道
「
宗
教
的
多

元
性
と
キ
リ
ス
ト
教―

東
ア
ジ
ア
を
中
心
に
」（『
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
人
文
学―

対
話
と
寛
容
の
知
を
求
め

て
』〔
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
京
都
大
学
（1
世
紀
Ｃ
Ｏ

Ｅ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
多
元
的
人
文
学
の
拠
点

形
成
」〕、二
〇
〇
七
年
、三
九
─
四
七
頁
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
1（
）　

芦
名
定
道
『
宗
教
学
エ
ッ
セ
ン
ス
』（
北
樹
出
版
、
一
九
九
三
年
、

五
七
─
六
五
頁
）
も
参
照
。

（
14
）　

矢
内
原
と
の
関
連
で
、
愛
国
・
愛
国
心
に
つ
い
て
考
え
る
際
に
は
、

次
の
文
献
が
参
照
で
き
る
。

宮
田
光
雄
『
非
武
装
国
民
抵
抗
の
思
想
』
岩
波
新
書
、一
九
七
一
年
。

姜　

尚
中
『
愛
国
の
作
法
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
六
年
。

（
1（
）　

芦
名
定
道
「
東
ア
ジ
ア
の
宗
教
状
況
と
キ
リ
ス
ト
教―

家
族
と

い
う
視
点
か
ら
」『
ア
ジ
ア
・
キ
リ
ス
ト
教
・
多
元
性
』（
現
代
キ

リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
）
創
刊
号
、
二
〇
〇
三
年
、
一
─
一
七
頁
。

（
1（
）　

山
下
勝
弘
『
超
高
齢
化
社
会
と
キ
リ
ス
ト
教
』（
キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、

一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

（
京
都
大
学
准
教
授
）




