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は
じ
め
に

　現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
界
に
お
い
て
は
、
原
理
主
義
的
セ
ク
ト
以
外
に
、

キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
を
排
他
主
義
的
な
視
点
か
ら
不
寛
容
に
扱
う
教

会
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
側
か
ら
他
の
宗
教
を
積
極
的
に
容
認
す
る
動
き
の
代
表
と
し
て
の

宗
教
的
多
元
論religious pluralism

に
つ
い
て
、
そ
れ
を
主
導
し
て
き

た
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
（John H

ick, 1922

│2012

）
を
中
心
に
し
て
紹
介
す

る
と
共
に
、
宗
教
的
多
元
論
を
批
判
し
つ
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
の
意

義
を
主
張
す
る
包
括
主
義
の
典
型
例
に
つ
い
て
、
デ
コ
ス
タ
の
思
想
を
中

心
に
し
て
紹
介
す
る
。
そ
の
上
で
、
宗
教
的
多
元
論
を
も
っ
と
も
ド
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
説
い
て
い
る
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー
の
思
想
を
紹
介
す
る
。

一

　宗
教
的
多
元
論 religious pluralism

１
　
そ
の
前
提
と
し
て
の
認
識

　こ
の
理
論
の
代
表
者
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
ヒ
ッ
ク
で
あ
る
。
彼
は
、
若
い

時
か
ら
熱
心
な
信
者
で
あ
っ
て
、
第
二
次
大
戦
中
は
良
心
的
兵
役
拒
否
者

と
し
て
フ
レ
ン
ド
派
の
救
急
班
に
属
し
た
と
い
う
。
戦
後
の
一
九
六
九
年

か
ら
一
九
八
五
年
に
か
け
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
第
二
の
工
業
都
市
で
あ
る
バ

ー
ミ
ン
ガ
ム
で
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
神
学
部
の
主
任
教
授
と
し
て
神
学

と
宗
教
哲
学
の
研
究
・
教
育
に
従
事
す
る
か
た
わ
ら
、
ユ
ダ
ヤ
教
徒
、
ム

ス
リ
ム
、
シ
ク
教
徒
、
ヒ
ン
ド
ゥ
教
徒
が
多
数
居
住
す
る
こ
の
都
市
に
設

置
さ
れ
て
い
た
宗
教
間
協
議
会
で
活
動
し
た
。
こ
の
よ
う
な
経
験
に
た
っ

て
、
彼
は
宗
教
的
多
元
論
を
提
唱
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　彼
に
は
た
く
さ
ん
の
著
書
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
はG

od H
as M

any 
N
am
es

）
2
（

（『
神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ
』
一
九
八
〇
年
）
と
、
彼
と
ニ
ッ

〈
特
集
１
　
宗
教
の
他
者
認
識
〉

八

　巻

　和

　彦

　

　キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
宗
教
的
共
存
思
想
に
つ
い
て

│
ヒ
ッ
ク
、
デ
コ
ス
タ
、
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー）

1
（

│
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は
、
集
団
相
互
の
宗
教
寛
容
か
ら
個
人
に
お
け
る
信
仰
の
自
由
へ
と
展
開

し
た
。
そ
の
結
果
、
現
在
の
西
欧
の
神
学
者
の
多
く
が
、
信
仰
と
は
個
人

の
選
択
と
決
断
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
だ
と
考
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
実
際
の
信
仰
の
成
立
状
況
を
冷
静
に
観
察
す
れ
ば
、
現
代
に

お
い
て
も
、
ヒ
ッ
ク
の
指
摘
す
る
よ
う
に
「
九
八
〜
九
九
％
の
人
が
信
じ

て
従
う
宗
教
は
、
そ
の
人
の
出
生
場
所
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
の
で
あ
る
。

　こ
の
事
実
か
ら
諸
々
の
宗
教
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
地
球
上
に

生
存
し
て
い
る
人
間
は
、
顔
か
た
ち
や
肌
の
色
が
異
な
っ
て
い
て
も
種
と

し
て
は
同
一
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
生
得
的
に
有
し
て
い
る
「
能
力
」
が

同
一
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば）

6
（

、
多
様
な
宗
教
の
う
ち
の
ど
れ

か
一
つ
が
特
別
に
す
ぐ
れ
て
い
る
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
同
時
に
そ
れ
は
、
人
間
の
宗
教
心
が
生
得
的
な
も
のinnate

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
人
間
本
性
が
変
わ
ら
な
い
限
り
宗
教
は
何
ら
か

の
形
で
存
続
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
こ
と
に
な
る）

7
（

。

２
　
キ
リ
ス
ト
教
を
い
か
に
と
ら
え
る
か

　諸
宗
教
に
関
す
る
右
記
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
ヒ
ッ
ク
は
自
身
の

信
仰
し
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
人

間
は
様
々
な
宗
教
的
生
活
に
よ
っ
て
究
極
的
実
在the ultim

ate reality

と
関
わ
り
、
救
わ
れ
る
の
だ
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
こ
の
実
在
を
天
の
父

と
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る）

8
（

」。
こ
の
視
点
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
教
と
他
の
宗
教
と
が
万
人
に
生
得
的
な
も
のinnate

と
し
て
の

「
宗
教
性
」
の
多
様
な
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
、
同
一
の
地
平
で
と

ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

タ
ー
と
の
共
編
著
で
あ
るThe M

yth of Chrsitian U
niqueness

）
3
（

に
収

載
さ
れ
て
い
る
論
文“The N

on-Absoluteness of Christianity”

と
い

う
二
種
の
著
作
を
中
心
に
し
て
、
彼
の
宗
教
的
多
元
論
を
紹
介
し
た
い
。

　彼
に
は
、
前
記
の
実
践
的
経
験
に
基
づ
く
、
信
仰
に
つ
い
て
の
以
下
の

よ
う
な
大
前
提
が
あ
っ
た
。「
九
八
〜
九
九
％
の
人
が
信
じ
て
従
う
宗
教

は
、
そ
の
人
の
出
生
場
所
に
よ
っ
て
決
ま
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る）

4
（

。
彼

は
、
こ
の
前
提
を
明
言
す
る
際
に
、
次
の
よ
う
な
条
件
を
も
記
し
て
い
る
。

「
か
な
ら
ず
し
も
神
学
者
た
ち
が
こ
の
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
と
は
か
ぎ

ら
な
い
が
、
こ
れ
は
普
通
の
人
々
に
は
明
白
な
事
実
で
あ
る
」。

　こ
の
指
摘
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
本
発
表
の
第
三
章
で
紹
介
す

る
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
地
域
の
住
民
が
特
定
の

宗
教
を
信
仰
す
る
よ
う
に
な
る
き
っ
か
け
は
、
そ
の
地
域
を
支
配
す
る
王

な
ど
の
改
宗
に
よ
る
こ
と
が
、
歴
史
的
に
見
れ
ば
大
部
分
の
ケ
ー
ス
だ
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
世
紀
以
降
の
西
欧
列
強
の
植
民
地
主
義
に
よ
っ

て
ア
フ
リ
カ
や
ア
ジ
ア
で
起
こ
さ
れ
た
事
態
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
古
代

末
期
か
ら
中
世
初
期
の
西
欧
で
ゲ
ル
マ
ン
民
族
が
カ
ト
リ
ッ
ク
・
キ
リ
ス

ト
教
の
信
仰
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
際
に
も
起
き
た
事
態
で
あ
る）

5
（

。

　さ
ら
に
近
代
以
降
の
西
欧
に
お
い
て
宗
教
寛
容
の
原
則
が
確
立
さ
れ
る

上
で
重
要
な
一
契
機
と
な
っ
た
一
五
五
五
年
の
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
の
宗
教

和
議
に
も
、
こ
の
側
面
が
見
て
取
れ
る
。
こ
こ
で
確
認
さ
れ
た
原
則
は
、

‘Cuius regio, eius religio’

（
そ
の
地
域
を
支
配
し
て
い
る
王
の
宗
教
が

そ
の
地
域
の
民
の
宗
教
と
な
る
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　こ
の
宗
教
和
議
を
経
て
確
立
さ
れ
た
近
代
西
欧
の
宗
教
寛
容
の
思
想
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ら
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
人
間
の
生
活
に
存
在
す
る
（
キ
リ
ス
ト
教
以
外

の
）
他
の
潮
流
の
な
か
に
も
神
が
救
済
の
た
め
に
働
い
て
く
れ
て
い
る
と

い
う
発
見
に
示
唆
を
う
け
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
伝
統
か
ら
の
離
別
で
は

な
く
、
そ
れ
を
さ
ら
に
展
開
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る）
12
（

。

３
　
ヒ
ッ
ク
の
展
望

　宗
教
の
本
質
に
つ
い
て
の
前
述
の
よ
う
な
認
識
に
立
っ
て
、
彼
は
今
後

の
宗
教
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
展
望
を
披
歴
す
る
。「
人
間
の
宗
教

心
は
生
得
的
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
本
性
が
本
質
的
に
同
一
で
あ
る
限

り
、
宗
教
は
何
ら
か
の
形
で
存
続
す
る
。
…
…
（
表
面
的
な
）
差
異
よ
り

も
、
深
く
て
本
質
的
な
合
意
で
き
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
で
あ
る
、
と
み

な
す
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
傾
向
を
将
来
に
見
込
む
な
ら
ば
、
キ

リ
ス
ト
教
の
姿
を
す
で
に
大
幅
に
変
え
た
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
（
教
会
一
致

の
）
精
神
が
、
世
界
の
諸
宗
教
間
の
関
係
に
も
い
っ
そ
う
大
き
な
影
響
を

及
ぼ
す
だ
ろ
う
。
…
…
宗
教
間
の
関
係
は
、
こ
の
国
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
の
諸
宗
派
間
の
関
係
に
も
似
た
も
の
に
な
り
う
る
だ
ろ
う）
13
（

」。

　こ
こ
で
ヒ
ッ
ク
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
み
な
ら
ず
他
の
宗
教
も
変
化
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
こ
の
宗
教
が
変
化
す
る
と
い
う
思

想
は
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
か
つ
冷
静
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

宗
教
と
い
う
も
の
は
人
間
の
生
の
本
質
に
深
く
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
各

自
の
自
同
性Identity

の
拠
り
所
と
さ
れ
る
ゆ
え
に
、
ほ
と
ん
ど
の
信
徒

は
、
自
ら
の
信
じ
る
宗
教
は
最
終
的
な
価
値
を
自
分
た
ち
に
提
示
し
て
く

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
変
化
の
可
能
性
を
有
す
る
こ
と
は
認
め

た
く
な
い
、
と
思
考
す
る
傾
向
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
諸
宗
教
の

　こ
の
認
識
の
背
後
に
は
、
ヒ
ッ
ク
自
身
の
神
と
い
う
存
在
に
対
す
る
深

い
信
仰
、
お
よ
び
そ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
人
間
の
能
力
に
対
す
る
深
い
反

省
が
あ
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
万
物
の
創

造
主
で
あ
る
唯
一
の
神
が
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
存
在
の
無
限
の
充
実
と

豊
か
さ
に
お
い
て
人
間
の
思
考
に
よ
る
把
握
の
試
み
を
す
べ
て
凌
駕
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
諸
々
の
偉
大
な
世
界
宗
教
の
信
者
た
ち
は
、
事
実
上
、

こ
の
唯
一
の
神
を
礼
拝
し
て
い
る
の
で
あ
る）

9
（

」。
つ
ま
り
、
人
間
は
同
一

の
神
を
礼
拝
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
神
は
、
そ
れ
を
把
握
し
よ
う
と
す

る
い
か
な
る
宗
教
的
営
み
を
も
凌
駕
し
て
い
る
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

　そ
の
結
果
と
し
て
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
の
主
張
も
以
下
の
よ
う
に
展

開
さ
れ
る
。「
人
間
が
す
ば
ら
し
く
多
様
で
あ
る
か
ぎ
り
…
…
自
分
た
ち

の
礼
拝
形
式
や
生
活
形
態
と
結
び
つ
い
た
宗
教
的
信
仰
の
多
様
に
異
な
る

伝
統
が
存
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
し
か
し
人
間
が
生
み
出
し
た
も
の
と

し
て
そ
う
し
た
霊
的
住
ま
い
は
い
ず
れ
も
限
界
を
も
っ
て
お
り
不
完
全
で

あ
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
い
ず
れ
も
が
独
自
の
強
さ
と
弱
さ
を
、
ま

た
長
所
と
短
所
と
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る）
10
（

」。

　以
上
の
よ
う
な
宗
教
一
般
に
つ
い
て
の
認
識
を
基
礎
と
し
て
、
ヒ
ッ
ク

は
自
身
が
そ
の
信
徒
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
有
す
る
歴

史
的
性
格
に
着
目
し
て
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
近

代
に
な
っ
て
か
な
り
の
程
度
変
容
さ
れ
た
初
め
て
の
世
界
宗
教
で
あ
る
と

い
う
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
の
真
の
歴
史
的
な
独
自

性
が
あ
る）
11
（

」
と
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
次
の
よ
う
に
呼
び
か
け
る
。

多
様
で
し
か
も
常
に
成
長
し
て
行
く
の
が
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
で
あ
る
か



12

あ
る
よ
う
に
、
結
局
聖
な
る
存
在
を
拝
む
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い

る
」
と
、
い
う
著
書
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
に
お
け
る
主
張
で
あ
る
。
一
七
世

紀
末
に
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
も
こ
の
比
喩
を
用
い
て
お
り
、
そ
れ
は
さ
ら
に

一
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
家
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い

る
の
で
あ
る）
18
（

。
し
か
し
、
こ
こ
で
ヒ
ッ
ク
が
、
こ
の
伝
統
か
ら
で
は
な
く
、

あ
え
て
イ
ン
ド
の
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』
に
お
け
る
〈
道
の
比

喩
〉
を
提
示
し
て
き
た
と
い
う
点
に
、
彼
の
宗
教
的
多
元
主
義
の
立
場
が

明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二

　包
括
主
義inclusivism

　包
括
主
義
と
は
、
ヒ
ッ
ク
の
定
義
に
よ
る
と
、「
他
宗
教
に
対
し
て
敵

対
的
で
は
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
教
が
完
全
な
神
の
啓
示
と
正
し
い
救
い
の

出
来
事
の
唯
一
の
所
在
で
あ
る
と
す
る
立
場
」
で
あ
る）
19
（

。

１
　
デ
コ
ス
タ
の
主
張

　デ
コ
ス
タ
（G

avin D
’Costa, 1958

│

　）
は
ケ
ニ
ア
の
ナ
イ
ロ
ビ
に
生

ま
れ
た
後
、
一
九
六
八
年
に
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
た
人
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス

で
の
初
等
・
中
等
教
育
を
経
て
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
に
入
学
し
、
そ
こ

で
神
学
を
ヒ
ッ
ク
の
も
と
で
学
ん
だ
。
引
き
続
き
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
に

も
学
ん
だ
後
、
現
在
は
ブ
リ
ス
ト
ル
大
学
の
「
宗
教
と
神
学
」
学
部
の
教

授
で
あ
り
、
自
己
の
研
究
分
野
と
し
て
、「
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
」、「
組

織
神
学
」、「
諸
宗
教
の
神
学
」、「
そ
し
て
宗
教
的
多
元
論
に
関
わ
る
哲
学

的
神
学
の
諸
側
面
」
を
挙
げ
て
い
る）
20
（

。
こ
こ
で
は
、
彼
の
編
著
書
で
あ
る

Christian U
niquenesse Reconsidered - The m

yth of a pluralistic 

「
熱
心
な
」
信
徒
ほ
ど
、
自
ら
が
信
じ
る
宗
教
の
い
っ
さ
い
の
変
化
を
容

認
せ
ず
に
、
む
し
ろ
原
初
形
態
に
戻
る
こ
と
が
正
し
い
信
仰
の
あ
り
方
で

あ
る
と
考
え
が
ち
と
な
る
。
そ
れ
が
「
原
理
主
義
」
と
言
わ
れ
る
宗
教
運

動
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
向
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
が

排
他
主
義
的
傾
向
と
不
寛
容
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　と
こ
ろ
が
ヒ
ッ
ク
は
、
あ
く
ま
で
も
冷
静
に
思
考
を
展
開
し
て
、
次
の

よ
う
に
彼
は
言
う
。
宗
教
が
変
化
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
結
果
と
し
て
単

一
の
世
界
宗
教 a single w

orld religion

と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
と

考
え
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
そ
れ
が
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
も
な

い
。
自
分
の
望
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
異
な
る
宗
教
的
伝
統
が
互
い
に
敵
対

す
る
観
念
的
共
同
体
と
見
な
す
こ
と
の
な
い
状
況
だ
と
す
る
の
で
あ
る）
14
（

。

　そ
し
て
、
ど
の
宗
教
も
変
化
す
る
が
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
と
わ

れ
わ
れ
の
環
境
に
関
す
る
近
代
的
な
知
識
の
枠
組
み
の
内
部
で
人
間
の
霊

性
が
変
容
を
受
け
つ
つ
も
、
超
越
と
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
信
仰

と
な
る
だ
ろ
う
と
す
る）
15
（

。
つ
ま
り
、
救
済
へ
の
道
は
い
く
つ
も
あ
る
の
で

あ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
い
く
つ
も
あ
る
道
の
な
か
の
一
つ
な
の
で
あ
る）
16
（

と
い
う
認
識
に
立
っ
て
、
ヒ
ッ
ク
は
『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』
の

一
節
を
紹
介
し
て
い
る
。「
人
が
ど
の
よ
う
な
近
づ
き
方
を
す
る
に
も
せ

よ
、
私
は
そ
の
と
お
り
に
応
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
み
ち
人
の
選
ぶ
道

は
私
の
道
に
他
な
ら
な
い）
17
（

」。

　実
は
、
人
の
歩
む
道
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
宗
教
寛
容
の
思
想
を
説
く
こ
と

は
、
ヒ
ッ
ク
の
故
国
の
伝
統
の
な
か
に
も
あ
る
。
そ
の
嚆
矢
は
、
一
六
世

紀
の
ト
マ
ス
・
モ
ア
の
「
道
こ
そ
違
え
目
指
す
高
嶺
は
一
つ
の
譬
え
に
も
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は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化indigenization

に
つ
い
て
も
深
い
考
察
を

展
開
し
て
い
る
。「
キ
リ
ス
ト
教
は
物
語
や
範
例
と
言
う
形
式
を
用
い
る

た
め
、
土
着
化
の
過
程
に
お
い
て
、
別
の
伝
統
の
要
素
が
そ
れ
自
身
の
物

語
構
造
や
範
例
的
な
法
則
や
手
順
に
従
い
つ
つ
キ
リ
ス
ト
教
に
採
り
入
れ

ら
れ
て
ゆ
く
の
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る）
28
（

」。
し
か
し
、
そ
の
こ
と

が
、
そ
れ
ら
の
伝
統
を
実
践
し
て
き
た
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
を
キ
リ
ス
ト
教

徒
に
数
え
入
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

　こ
う
述
べ
た
上
で
デ
コ
ス
タ
は
、
聖
職
者
の
祭
服
、
剃
髪
、
結
婚
指
輪
、

東
を
向
く
こ
と
、
キ
リ
エ
・
エ
レ
イ
ソ
ン
を
歌
う
こ
と
等
の
、
す
で
に
キ

リ
ス
ト
教
内
部
に
伝
統
と
し
て
定
着
し
て
い
る
要
素
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の

発
展
途
上
で
他
の
伝
統
か
ら
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
成
立
す
る
構
造
は
、「〔
ト
マ
ス
・
〕
ア
ク
ィ
ナ
ス
が
神
の

啓
示
の
深
み
を
明
瞭
に
表
現
し
よ
う
と
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
利
用
し

た
の
と
同
じ
」
で
あ
る
と
す
る）
29
（

。
そ
し
て
、
こ
の
伝
統
的
な
構
造
が
示
す

こ
と
は
、
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
な
、「
キ
リ
ス
ト
教
は
他
の
宗
教
を

成
就
す
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
自
身
は
完
全
に
成
就
し
て
い
る
」
と
い
う
キ

リ
ス
ト
教
に
お
け
る
「
成
就
」
概
念
の
理
解
と
は
正
反
対
の
こ
と
で
あ
り
、

今
も
な
お
キ
リ
ス
ト
教
も
不
完
全
で
あ
り
、
自
己
成
就
す
る
必
要
が
あ
る

こ
と
を
証
言
し
て
い
る
の
だ
、
と
言
う
）
30
（

。

４
　
デ
コ
ス
タ
の
結
論

　以
上
の
よ
う
な
自
省
的
で
深
い
考
察
を
経
た
デ
コ
ス
タ
は
、
以
下
の
よ

う
に
言
う
。「
こ
こ
に
提
唱
さ
れ
る
三
一
論
的
キ
リ
ス
ト
論
は
、
キ
リ
ス

ト
の
特
殊
性
の
排
他
主
義
的
な
強
調
と
、
歴
史
に
お
け
る
神
の
普
遍
的
な

theology of religions

）
21
（

に
収
載
さ
れ
て
い
る
デ
コ
ス
タ
の
論
文
を
中
心
に

し
て
彼
の
「
包
括
主
義
」
を
紹
介
し
た
い
。

２
　
デ
コ
ス
タ
の
思
考
の
大
前
提

　彼
は
自
身
の
考
察
の
大
前
提
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
私

の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
宗
教
が
多
元
的
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
つ
つ
、
そ
の

多
様
性
を
理
解
す
る
た
め
の
適
切
な
評
価
基
準
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
は
三
位
一
体
論Trinity
で
あ
る）
22
（

」。
実
際
に
彼
は
自
身
の
思
考
を
展

開
す
る
に
際
し
て
、
三
位
一
体
論
を
、
と
り
わ
け
そ
の
一
位
格
た
る
聖
霊

の
働
き
を
中
心
に
据
え
て
い
る
。

３
　
デ
コ
ス
タ
の
深
い
包
括
主
義

　彼
は
、
父
な
る
神
は
聖
霊
と
子
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
言
う
）
23
（

。

同
時
に
興
味
深
い
こ
と
に
は
、「
神
を
さ
ら
に
深
く
理
解
す
る
よ
う
に
と
、

聖
霊
が
思
わ
ぬ
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
を
た
え
ず
招
き
続
け
る
」
と
も
言
う
の

で
あ
る）
24
（

。
こ
こ
か
ら
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
他
の
宗
教
に
対
す
る
肯
定

的
な
態
度
を
と
る
こ
と
の
必
要
性
を
説
く
。「
非
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
物
語

に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
、
神
に
対
し
て
、
そ
し
て
隣
人
に
対
し
て
、
開

か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る）
25
（

」
と
。
そ
の
結
果
、
デ
コ
ス
タ
に
お
い
て
は
、

宗
教
間
の
対
話
は
す
べ
て
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
の
責
務
で
あ
る
と

さ
れ
る
こ
と
に
な
る）
26
（

。

　さ
ら
に
彼
は
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
一
方
的
な
「
包
括
主
義
」
の
立
場

を
安
易
に
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
は
聖
霊
の
審

き
の
下
に
あ
る
の
で
、
諸
宗
教
の
存
在
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
に
と
っ
て
決

定
的
に
重
要
な
意
義
を
も
つ
と
す
る
の
で
あ
る）
27
（

。
そ
の
上
で
デ
コ
ス
タ
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三

　再
び
宗
教
的
多
元
論
の
視
点
か
ら

　
　
　―
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー
の
考
察

　こ
こ
で
再
び
宗
教
的
多
元
論
に
戻
っ
て
、
ト
ム
・
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー（Tom

 
F. D
river 1925

│

　）
がThe M

yth of Chrsitian U
niqueness

の
最
後

に‘The Case for Pluralism
’

（
多
元
主
義
の
主
張
）
と
い
う
文
章
を
も

っ
て
主
張
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ユ

ニ
オ
ン
神
学
校
の
元
教
授
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
き
わ
め
て
自
省
的
で

あ
る
と
共
に
現
代
的
で
も
あ
る
。
ま
ず
彼
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
自
身
の
内

に
包
括
主
義
の
慣
性
を
全
く
も
っ
て
い
な
い
と
ほ
の
め
か
す
こ
と
は
誤
り

で
あ
る
」
と
指
摘
す
る）
35
（

。
そ
の
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
諸
点
を
主
張
す
る
。

　多
元
主
義
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
自
身
の
歴
史
に
よ
っ
て
自
身
に
課
さ
れ
た

要
請
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
が
世
界
に
広
が
っ
た
ほ
と
ん

ど
の
場
合
、
諸
民
族
に
よ
る
冒
険
的
植
民
を
伴
い
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
合

理
化
し
て
き
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
歴
史
の
大
部

分
は
「
普
遍
的
植
民
地
主
義
」
の
歴
史
で
あ
り
続
け
た
の
だ
か
ら
で
あ
る）
36
（

。

　さ
ら
に
彼
は
宗
教
一
般
に
お
け
る
歴
史
性
に
注
目
し
て
、
以
下
の
よ
う

な
主
張
を
す
る
。
諸
宗
教
の
間
に
見
ら
れ
る
主
な
違
い
は
、
儀
式
や
象
徴

に
あ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
教
理
的
哲
学
的
レ
ベ
ル
の
違
い
に
あ
る
の
で

も
な
く
、
そ
れ
は
歴
史
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
物
や
民
族
が
歴
史
的
に

生
成
し
た
も
の
で
あ
る
の
と
同
様
に
、
宗
教
も
歴
史
的
に
生
成
し
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
そ
の
歴
史
を
担
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
と
共
に
、
さ
ら
に
富
、
貧
困
、
生
産
手
段
、
階
級
闘
争
が
歴
史
に
属
す

は
た
ら
き
の
多
元
主
義
的
な
強
調
と
の
双
方
を
調
和
さ
せ
る
と
い
う
利
点

を
も
っ
て
い
る
」
と）
31
（

。
さ
ら
に
彼
は
、
自
身
の
提
唱
す
る
三
一
論
的
キ
リ

ス
ト
論
は
、
次
の
二
点
で
世
界
の
諸
宗
教
に
開
か
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ

の
第
一
は
、
三
一
論
的
キ
リ
ス
ト
論
が
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
批
判
も
ア
プ
リ

オ
リ
な
肯
定
も
共
に
拒
む
と
い
う
点
で
、
世
界
の
諸
宗
教
に
開
か
れ
て
い

る
）
32
（

。
第
二
に
は
、
そ
れ
が
他
宗
教
の
人
び
と
の
信
仰
の
証
言
か
ら
、
聖
霊

を
通
し
て
神
の
声
を
聞
く
こ
と
を
衷
心
か
ら
承
認
し
期
待
す
る
と
い
う
点

で
も
、
開
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
証
言
が
、
キ
リ
ス
ト
教

の
神
学
と
実
践
に
対
す
る
審
き
を
担
う
場
合
も
あ
り
う
る
と
も
す
る）
33
（

。

　し
か
し
彼
は
、
他
宗
教
の
人
び
と
の
証
言
が
福
音
に
反
す
る
自
己
欺
瞞

や
隷
属
的
な
生
を
暴
露
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
世
界
の
諸

宗
教
に
問
い
を
投
げ
か
け
、
あ
る
い
は
対
決
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
、
と
し
た
上
で
、「
対
話
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
相
互
に
関

連
す
る
特
定
の
課
題
が
あ
り
、
そ
の
課
題
の
な
か
に
は
、
一
宗
教
に
と
っ

て
対
外
的
な
も
の
も
あ
れ
ば
対
内
的
な
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、The 

M
yth of Chrsitian U

niqueness

の
執
筆
者
の
多
く
が
提
唱
す
る
多
元

主
義
は
、
…
…
こ
れ
ら
の
課
題
に
十
分
に
対
応
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
）
34
（

」
と
し
て
、
ヒ
ッ
ク
ら
の
立
場
か
ら
距
離
を
と
っ
て
い
る
。

　し
か
し
な
が
ら
、
ヒ
ッ
ク
ら
の
多
元
主
義
が
、
デ
コ
ス
タ
の
言
う
よ
う

に
宗
教
同
士
で
の
論
争
や
対
決
を
成
立
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
デ
コ
ス
タ
の
言
う
「
論
争
や
対
決
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
し

て
い
る
か
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
相
手
の
信
仰
を
尊
重
し
つ
つ
も
、
そ
の

内
容
に
つ
い
て
問
い
質
し
て
論
争
す
る
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
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越
が
徹
底
的
な
内
在
と
し
てtranscendence as radical im

m
anence 

理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
、「
神

は
被
造
物
の
世
界
に
、
よ
り
少
な
く
で
は
な
く
よ
り
多
く
関
与
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
間
を
超
え
る
」
と
い
う
の
で
あ
る）
40
（

。

　そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、「
神
が
全
世
界
の
歴
史
に
対
す
る
摂
理
的
な
監
督

で
あ
る
と
す
る
だ
け
で
は
十
分
だ
と
は
お
も
わ
な
い
の
で
、（
神
は
歴
史

へ
の
）『
参
加
者
』participant

な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
自
分
は
強
調
す

る
」
と
言
う
）
41
（

。
こ
の
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
諸
民
族
の
歴
史
が
多
様
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
神
の
関
与
が
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
か
ら
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー
は
重
要
な
帰
結
を
導
き
出

す
。「
多
元
主
義
の
観
点
に
立
て
ば
、
神
は
一
つ
の
本
性
を
有
す
る
が
、

そ
れ
が
異
な
っ
た
宗
教
的
伝
統
に
お
い
て
多
様
に
ま
た
不
適
切
に
表
現
さ

れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
単
純
な
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
神
性

そ
れ
自
体
の
な
か
に
現
実
的
で
真
正
な
相
違
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
れ
は
神
が
非
常
に
多
様
な
人
間
の
共
同
体
に
対
し
て
な
し
て
き

た
多
様
な
関
与
の
た
め
で
あ
る）
42
（

」。
こ
う
述
べ
る
こ
と
で
、
彼
の
議
論
は

重
要
な
深
み
に
歩
み
入
る
こ
と
に
な
る
。
続
く
章
の
冒
頭
で
以
下
の
よ
う

に
言
う
。「
い
か
な
る
意
味
で
神
あ
る
い
は
世
界
が
『
一
』
で
あ
る
の
か

を
知
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
神
は
一
で
あ
る
。
世
界
そ
れ
自
体
は
単

数
で
あ
る
。
し
か
し
、
神
の
道
と
歴
史
と
が
名
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
以
上

の
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
神
は
多
で
あ
る
。
…
…
世
界
そ
れ
自
体
は
単
数

で
あ
る
が
、
出
来
事
は
地
球
上
に
分
岐
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）
43
（

」。

　つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
宗
教
の
場
で
は
「
一
」
で
あ
る
こ
と
が
い
か
な
る

る
よ
う
に
、
宗
教
も
歴
史
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と）
37
（

。

　ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
も
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
は
、
現
に
存
在
し
て
い
る
宗
教
は
、
た
と
え
そ
れ
が
そ
れ
ぞ

れ
の
宗
教
の
信
者
に
と
っ
て
「
絶
対
的
な
も
の
」
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る

と
し
て
も
、
歴
史
的
に
変
化
し
て
き
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

他
の
宗
教
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
事
実
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　そ
し
て
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
実
際
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
き
わ
め

て
多
様
な
キ
リ
ス
ト
を
礼
拝
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
キ
リ
ス

ト
の
死
と
復
活
の
後
の
数
十
年
以
来
、
そ
の
よ
う
に
行
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
こ
の
多
様
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
唯
一
の
キ
リ
ス
ト
を
ね
つ
造
す
る

こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
な
礼
拝
は
否
定
を
基
盤
と
し
て
い
て
、
そ

れ
ゆ
え
に
偶
像
崇
拝
的
と
な
る）
38
（

」
と
。

　さ
ら
に
彼
は
、
人
類
に
歴
史
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
神
に
も
歴
史
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
許
容
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る）
39
（

。
し
か
し
こ
れ
は
、
伝

統
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
理
解
と
は
大
い
に
異
な
る
主
張
で
あ
る
。
伝

統
的
な
そ
れ
は
、
神
が
歴
史
を
つ
く
る
の
で
あ
り
、
神
は
歴
史
の
な
か
で

働
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
本
質
は
時
間
と
空
間
を
超
越
し
て
存
在

し
て
い
る
、
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　だ
が
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
「
神
の
超
越
性
と
い
う
不
幸
な

概
念
」an unfortunate concept of divine transcendence

は
、「
キ

リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
」
と
い
う
現
実
を
「
見
せ
か
け
の
も
の
」

apparent

と
し
た
り
「
象
徴
的
で
あ
る
」sym

bolic

と
み
な
す
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
不
適
切
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
彼
は
、
神
の
超
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元
主
義
の
主
張
が
エ
リ
ー
ト
主
義
と
自
己
満
足
か
ら
自
ら
を
守
る
た
め
に

は
、
個
々
の
宗
教
が
偶
像
崇
拝
か
ら
免
れ
る
の
は
、『
他
者
性
』
や
多
様

性
に
つ
い
て
の
考
察
に
よ
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
貧
し
い
人
々
の
た
め
の
献

身
と
行
動
に
よ
っ
て
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
多
元
主
義
の
主
張
自
身

が
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
…
…
超
越
は
思
想
ま
た
は
祈

り
の
事
柄
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
第
一
に
、
そ
し
て
最
後

に
、
自
分
の
命
を
与
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
た
め
に
働
く

行
為
で
あ
る
。
超
越
と
は
徹
底
的
な
内
在
で
あ
る
。
普
遍
的
な
も
の
へ
の

道
は
、
解
放
の
実
践
と
い
う
特
別
な
小
径
を
通
る
の
で
あ
る）
48
（

」。

　（1
）
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
以
上
の
三
人
に
加
え
て
、
簡
単
に
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク

ザ
ー
ヌ
ス
（N

icolaus Cusanus, 1401

│1464

）
の
思
想
に
も
言
及
し
た
が
、

本
稿
に
お
い
て
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
ク
ザ
ー
ヌ
ス
へ
の
論
及
は
省
略
す
る
。
ヒ

ッ
ク
、
デ
コ
ス
タ
ら
の
先
駆
者
と
し
て
も
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
ク
ザ
ー
ヌ
ス

の
宗
教
寛
容
論
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
ク
ザ
ー
ヌ
ス

　生
き
て
い
る
中
世
』（
ぷ

ね
う
ま
舎
、
二
〇
一
七
年
）
を
、
と
く
に
第
Ⅱ
部
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　（2
）H

ick, John, G
od has m

any nam
es

（
以
下N

am
es

）, The M
acm
illan 

Press, 1980 

（
間
瀬
啓
允
訳
『
神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ
』（
以
下
『
名
前
』）

岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
）。

　（3
）H

ick and Knitter 

（ed.

）, The M
yth of Chrsitian U

niqueness

（
以
下 

M
yth

）, N. Y., O
rbis, 1987.

　（4
）H

ick, N
am
es, p. 44 （『

名
前
』
九
三
頁
）。

　（5
）
ト
ゥ
ー
ル
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
『
歴
史
十
巻
（
フ
ラ
ン
ク
史
）
Ⅰ
』
第
二
巻
三

一
節
（
兼
岩
正
夫
・
臺
幸
夫
訳
、
東
海
大
学
出
版
会
、
一
九
七
六
年
、
一
四
九

頁
以
下
）
に
、
フ
ラ
ン
ク
王
国
の
王
に
な
っ
た
ク
ロ
ー
ヴ
ィ
ス
が
カ
ト
リ
ッ
ク
・

キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
こ
と
で
、「
か
れ
の
軍
隊
の
う
ち
の
三
〇
〇
〇
人
以
上

の
も
の
が
洗
礼
を
受
け
た
」
と
、
そ
の
一
連
の
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

意
味
と
な
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
仏
教
に
お
け
る
「
不

二
」
の
思
想
と
か
、
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
に
お
け
る
「
数
を
超
え
た
一
」

の
思
想
と
か
に
関
わ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー
は
そ
れ

に
は
関
わ
ら
な
い
と
言
明
す
る）
44
（

。
そ
し
て
彼
の
関
心
は
む
し
ろ
実
践
と
関

わ
る
多
元
主
義
に
向
か
う
の
で
あ
る
。「
多
元
主
義
の
恩
恵
の
ひ
と
つ
は

自
分
の
神
学
的
陣
営
を
正
す
よ
う
に
進
め
る
こ
と
で
あ
る）
45
（

」
と
し
つ
つ
、

彼
は
「
多
元
主
義
へ
の
関
心
と
正
義
へ
の
関
心
と
の
間
の
積
極
的
な
相
関

性
）
46
（

」
を
注
視
す
る
。
そ
の
た
め
に
彼
は
、
多
元
主
義
が
現
代
の
わ
れ
わ
れ

の
眼
前
に
生
じ
て
い
る
諸
問
題
と
い
か
に
関
わ
る
べ
き
か
を
問
題
に
す
る

こ
と
に
な
る
。「
多
元
主
義
の
議
論
全
体
の
上
に
植
民
地
主
義
、
新
植
民

地
主
義
、
帝
国
主
義
、
弱
者
の
搾
取
、
戦
争
と
い
う
妖
怪
が
の
し
か
か
っ

て
い
る
。
こ
の
歴
史
が
多
元
主
義
と
い
う
テ
ー
マ
を
緊
急
な
も
の
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
だ
け
で
は
、
不
公
正
が
消
滅
す
る
こ
と

も
な
く
、
相
違
に
お
の
ず
と
橋
が
架
か
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
不
幸
に
も
学
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
解
放
の
実
践
を
要
求

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
元
主
義
を
単
な
る
寛
容
さ
に
退
化
さ
せ
る
こ
と

か
ら
救
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
構
造
的
な
不
公
正
を
根
絶
す
る
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
献
身
が
行
わ
れ
る
実
践
だ
け
で
あ
る）
47
（

」。

　こ
の
よ
う
な
ド
ラ
イ
ヴ
ァ
ー
の
主
張
は
、
色
あ
せ
る
こ
と
の
な
い
深
い

内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　彼
の
鋭
敏
な
視
点
は
、
自
ら
も
そ
の
一
人
で
あ
る
多
元
主
義
の
立
場
に

立
つ
専
門
家
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
以
下

の
よ
う
に
記
し
つ
つ
、
こ
の
論
文
を
し
め
く
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
多
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