
明
治
キ
リ
ス
ト
教
と
宗
教
多
元
主
義
の
諸
問
題

―
事
例
と
し
て
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
活
動
か
ら
（
１
）

氏
　
家
　
法
　
雄

１
　
は
じ
め
に

キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
歴
史
に
お
い
て
諸
宗
教
と
の
出
会
い
を
数
多
く
経
験
し
て
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
に
と
っ
て
他
の
諸
宗
教
の
存
在
は
、

決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
初
代
教
会
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
、
ロ
ー
マ
世
界
と
の
遭
遇
に
お
い
て
、
中
世
の
教
会
は
イ
ス
ラ
ム
文
化
と

の
接
触
に
お
い
て
、
そ
し
て
近
代
の
教
会
は
伝
道
地
と
し
て
の
世
界
各
地
の
諸
宗
教
と
の
出
会
い
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
神
学
的
対
応

を
求
め
ら
れ
、
そ
の
た
び
に
自
己
認
識
や
他
者
認
識
を
変
化
さ
せ
て
き
た
。
宗
教
の
多
元
性
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
に

限
ら
ず
、
お
よ
そ
宗
教
の
成
立
以
来
、
歴
史
を
通
し
て
変
わ
ら
ざ
る
状
況
で
あ
る
。
宗
教
の
多
元
性
に
つ
い
て
現
代
世
界
に
特
有
な
状
況

と
は
、
こ
の
事
実
が
主
題
化
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
本
質
側
面
に
触
れ
る
神
学
の
中
心
的
な
問
い
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
局
面
を
う
み
だ
す
最
も
本
質
的
な
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
の
必
要
を
提
唱
し
た
の
は
神
学
者
・
宗
教
哲
学
者
ジ

ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
（John

H
ick

）
の
「
宗
教
多
元
主
義
」
の
主
張
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ク
自
身
は
、
も
と
も
と
伝
統
的
な
福
音
主
義
者
で
あ
っ
た

が
、
文
化
的
・
宗
教
的
な
多
様
性
が
現
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
神
の
愛
と
一
致
さ
せ
る
問
題
を
考
え
る

こ
と
を
通
じ
て
、
次
第
に
多
元
論
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

（
１
）

な
か
で
も
、
一
九
八
二
年
に
出
版
し
た
著
書
『
神
は
多
く
の
名
前
を
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も
つ
―
新
し
い
宗
教
的
多
元
論
』

（
２
）

は
、
書
名
が
示
す
通
り
、
宗
教
的
多
元
論
を
説
く
も
の
で
、
唯
一
神
信
仰
を
基
盤
と
す
る
欧
米
キ
リ
ス

ト
教
社
会
に
衝
撃
を
与
え
た
。
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一
絶
対
性
を
否
定
す
る
ヒ
ッ
ク
の
主
張
は
、
原
理
主
義
的
な
立
場
か
ら
の
批
判

だ
け
で
な
く
、
そ
の
多
元
論
の
有
効
性
を
め
ぐ
っ
て
賛
否
両
論
の
渦
が
巻
き
起
こ
っ
て
い
る
。

さ
て
、
今
日
で
は
、
冷
戦
体
制
が
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
対
立
に
よ
る
全
面
戦
争
の
危
機
は
逼
迫
し
た
リ
ア
リ
テ

ィ
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
互
い
に
不
寛
容
に
な
っ
た
諸
宗
教
間
の
対
立
が
、
世
界
各
地
で
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
状
況
を
考
え
る
と
、
た
と
え
ヒ
ッ
ク
が
導
き
出
す
結
論
に
異
議
が
あ
る
に
せ
よ
、
寛
容
を
訴
え
る
彼
の
宗
教
的
多
元
論
の
主
張
そ

の
も
の
は
、
決
し
て
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
常
に
人
間
は
信
仰
や
思
想
で
意
見
を
異
に
す
る
者
が
い
る
と
き
、
少
数
派
の
相
手
を
常
に
排
除
し
て
き
た
。
二
一
世

紀
の
我
々
は
過
去
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
宗
教
や
文
化
、
思
想
に
関
し
て
、
互
い
に
寛
容
の
精
神
を
身
に
つ
け
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
宗
教
間
対
話
の
取
り
組
み
は
、
現
代
世
界
の
必
然
的
な
課
題
で
あ
る
。
こ
の
課
題
は
キ
リ
ス
ト
教
に
だ
け

限
ら
れ
た
問
題
で
は
な
い
。
世
界
の
諸
宗
教
は
、
異
な
る
宗
教
諸
伝
統
の
中
に
い
か
に
自
己
を
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問
い
を
、
追
及
す

る
必
要
が
あ
る
。
自
己
の
信
仰
と
全
く
異
な
る
他
の
諸
宗
教
を
理
解
し
、
こ
れ
と
対
話
を
進
め
る
こ
と
は
、
そ
の
宗
教
に
と
っ
て
の
自
己

理
解
の
た
め
に
も
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
宗
教
は
、
そ
れ
を
信
ず
る
人
に
と
っ
て
は
最
高
の
価
値
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
信
仰
者
に
と
っ
て
は
自
分
の
信
ず

る
宗
教
が
最
も
善
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
�
最
も
善
い
�
＝
最
高
・
絶
対
性
と
は
、
二
番
、
三
番
が
あ
っ
て
の
一
番
で
は
な
く
、

端
的
に
�
そ
れ
し
か
な
い
�
と
い
う
独
占
的
な
一
番
で
あ
る
。
他
と
比
べ
て
そ
れ
な
り
に
よ
い
も
の
だ
と
か
、
そ
れ
に
対
す
る
信
仰
は
ほ

ど
ほ
ど
で
よ
か
ろ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
で
良
い
。
そ
う
し
た
絶
対
性
が
な
く
な
る
と
宗
教
は
自
己
崩
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壊
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
同
時
に
自
分
と
異
な
る
信
仰
を
持
つ
人
も
そ
う
思
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
者
の
存
在
を
無

視
し
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
い
の
は
独
善
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
異
な
る
他
の
諸
宗
教
の
存
在
を
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
性
に
お
い
て
真

に
尊
重
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宗
教
多
元
主
義
の
考
え
方
は
、
そ
う
し
た
宗
教
間
対
話
を
神
学
的
・
哲
学
的
に
基

礎
づ
け
る
視
座
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
多
元
主
義
の
考
え
方
も
実
は
新
し
く
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
が
他
の
諸
宗
教
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
大
き
な
課
題
と
し
て
取
り

上
げ
始
め
た
の
は
二
〇
世
紀
初
頭
の
こ
と
で
あ
り
、
ト
レ
ル
チ
（E

rn
st

T
roeltsch

,1865

―1923

）
を
そ
の
嚆
矢
と
す
る
。
ト
レ
ル
チ
は
歴

史
学
的
な
研
究
方
法
を
キ
リ
ス
ト
教
に
も
適
用
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
、
相
対
化
し
た
。

（
３
）

ま
た
実
際
の
自
覚
的
な
宗

教
運
動
の
事
例
と
し
て
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
初
め
と
す
る
自
由
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
の
運
動
を
多
元
主
義
の
実
例
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。

一
九
世
紀
半
ば
過
ぎ
、
聖
書
の
高
等
批
評
や
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
台
頭
に
よ
っ
て
聖
書
の
逐
語
霊
感
説
や
天
地
創
造
説
に
疑
義
が

は
さ
ま
れ
、
東
洋
学
者
に
よ
る
イ
ン
ド
哲
学
や
仏
教
に
関
す
る
研
究
が
次
々
と
紹
介
さ
れ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
の
主
張
が
揺
ら

ぎ
は
じ
め
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
ら
キ
リ
ス
ト
教
自
由
主
義
者
た
ち
は
、
寛
容
の
精
神
を
キ
リ
ス
ト
教
の
教
派
間
だ
け
に

留
ま
ら
ず
、
他
宗
教
に
も
向
け
る
べ
き
と
し
、
仏
教
な
ど
他
の
宗
教
に
も
�
真
理
性
�
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
キ
リ
ス
ト
教

の
唯
一
絶
対
性
を
信
じ
て
疑
わ
な
い
�
正
統
派
�
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
信
仰
を
脅
か
す
存
在
と
し
て
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
�
無
神
論
者
�

と
か
�
悪
魔
の
手
先
�
と
呼
ん
で
忌
み
嫌
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
で
も
、
こ
う
し
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
思
想
は
、
明
治
一
〇
年
代
の
終
わ
り
か
ら
二
〇
年
代
に
か
け
て
渡
来
し
、
知
識
層
に
大
き
な

影
響
力
を
及
ぼ
す
と
と
も
に
、
誕
生
後
、
間
も
な
い
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界
を
揺
さ
ぶ
っ
た
。
�
正
統
派
�
キ
リ
ス
ト
教
徒
か
ら
蛇
蝎
の

ご
と
く
忌
み
嫌
わ
れ
た
が
、
そ
の
寛
容
の
精
神
は
、

（
４
）

少
な
く
と
も
そ
れ
ま
で
の
日
本
に
あ
っ
た
正
統
派
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
仏
教
な
ど
在



来
の
宗
教
を
一
方
的
に
見
下
し
て
い
た
の
に
対
し
、
そ
れ
ら
を
対
等
の
関
係
で
見
よ
う
と
す
る
態
度
を
作
り
、
諸
宗
教
の
共
存
・
共
栄
と

い
う
方
向
を
提
示
し
た
。
運
動
と
し
て
は
仏
教
徒
を
も
包
み
込
み
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
よ
り
は
汎
宗
教
と
い
う
色
彩
を
帯
び
る
こ
と
に

な
っ
た
が
、
宗
教
多
元
主
義
の
具
体
的
実
践
事
例
と
し
て
は
特
筆
す
べ
き
業
績
を
残
し
た
と
評
価
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
論
考
で
は
、
宗
教
多
元
主
義
の
実
践
事
例
と
し
て
明
治
日
本
期
で
活
躍
し
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
に
注
目
し
、
そ
の
運
動
・
思
想
を
検

討
す
る
こ
と
で
、
宗
教
多
元
主
義
の
抱
え
る
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
構
成
と
し
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

１．

は
じ
め
に

２．

宗
教
多
元
主
義
に
つ
い
て

３．

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
思
想
と
歴
史

４．

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
初
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
矢
野
文
雄

５．

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
活
動

６．

結
論

な
お
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
今
回
は
、「
１．

は
じ
め
に
」
か
ら
「
４．

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
初
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
矢
野
文
雄
」
部
分

ま
で
を
収
載
し
、
後
半
の
「
５．

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
活
動
」
及
び
「
６．

結
論
」
は
次
号
に
掲
載
す
る
。
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
、
ア

ラ
ン
・
レ
イ
ス
の
所
論
を
参
考
に
し
な
が
ら
現
在
の
宗
教
多
元
主
義
の
議
論
を
整
理
し
、
日
本
に
は
な
じ
み
の
薄
い
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
思

想
と
歴
史
を
概
観
す
る
。
そ
の
上
で
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
を
積
極
的
に
日
本
に
紹
介
し
た
矢
野
文
雄
の
言
説
を
辿
る
こ
と
で
、
同
派
が
明

治
期
日
本
で
い
か
に
�
待
望
�
さ
れ
た
宗
教
な
の
か
を
確
認
す
る
。
最
後
に
、
宗
教
多
元
主
義
の
問
題
と
し
て
こ
れ
を
論
じ
て
い
く
。
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ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
の
思
想
と
活
動
は
、
確
か
に
、
諸
宗
教
間
に
お
け
る
対
話
と
協
調
の
機
運
を
醸
成
し
た
が
、
対
話
と
理
解
の
た
め
に

必
要
な
宗
教
研
究
へ
熱
中
す
る
あ
ま
り
、
教
会
形
成
が
疎
か
に
な
り
、
宗
教
と
い
う
よ
り
は
�
宗
教
運
動
�
に
傾
く
き
ら
い
が
あ
っ
た
。

そ
の
活
動
は
、
と
も
す
れ
ば
宗
教
で
な
く
な
る
危
惧
を
も
も
た
せ
る
も
の
で
あ
り
、
事
実
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
派
は
世
間
的
な
評
価
と
は
裏

腹
に
、
教
勢
は
い
っ
こ
う
に
振
る
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
多
元
主
義
の
実
践
と
、
あ
る
特
定
の
個
別
の
宗
教
へ
の
信
仰
の
両
立
は
甚
だ

困
難
な
の
で
あ
る
。
筆
者
は
、
宗
教
多
元
主
義
の
主
張
を
揶
揄
し
た
り
、
そ
の
活
動
に
水
を
さ
す
つ
も
り
は
毛
頭
無
い
。
結
論
で
は
、
神

学
者
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
（P

aul
Johannes

T
illich

）
の
最
晩
年
の
宗
教
間
対
話
に
関
す
る
主
張
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
世
界
的
に
必
要
性
が
喚
起

さ
れ
な
が
ら
も
、
近
年
、
議
論
と
し
て
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
い
る
宗
教
多
元
主
義
を
再
考
察
し
て
み
た
い
。

２
　
宗
教
多
元
主
義
に
つ
い
て

ま
ず
、
は
じ
め
に
類
型
と
し
て
の
宗
教
多
元
主
義
の
議
論
を

（
５
）

整
理
し
た
い
。

ア
ラ
ン
・
レ
イ
ス
（A

lan
R

ace

）
は
、

（
６
）

キ
リ
ス
ト
教
と
他
宗
教
の
関
係
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
論
じ
た
思
想
を
分
類
し
、
①
排
他
主

義
（E

xclusivism

）、
②
包
括
主
義
（Inclusivism

）、
③
多
元
主
義
（P

luralism

）
と
い
う
三
つ
の
類
型
を
設
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
レ

イ
ス
の
三
類
型
に
そ
っ
て
諸
宗
教
の
神
学
を
説
明
し
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
つ
い
て
の
簡
単
な
見
取
り
図
を
提
示
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ

ら
は
、
宗
教
の
多
元
性
と
い
う
現
実
に
対
す
る
三
つ
の
異
な
る
応
答
と
言
え
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
と
そ
の
立
場
に
対
し
て
な
さ
れ
た

反
論
も
あ
わ
せ
て
示
し
て
い
き
た
い
。

①
排
他
主
義

レ
イ
ス
に
よ
れ
ば
、
排
他
主
義
と
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
に
特
権
的
な
価
値
を
置
き
、
諸
宗
教
を
そ
の
啓
示
か
ら
独
断

的
に
判
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
こ
と
で
あ
り
、「
教
会
の
壁
の
外
の
救
い
は
な
い
」
と
い
う
仕
方
で
、
人
間
の
救
済
に
関
す
る
キ
リ
ス

明治キリスト教と宗教多元主義の諸問題
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ト
教
の
独
占
性
・
唯
一
性
を
主
張
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
、
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
が
伝
統
的
に
素
朴
な
仕
方
で
取
っ
て

き
た
態
度
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
の
他
に
救
い
は
あ
り
え
な
い
と
考
え
る
わ
け
だ
か
ら
、
他
の
宗
教
に

対
し
て
否
定
的
な
立
場
を
と
る
と
さ
れ
る
。
レ
イ
ス
は
、
排
他
主
義
の
特
徴
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
排
他
主
義
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
を
唯
一
の
判
断
基
準
と
み
な
す
。
そ
の
基
準
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
む

す
べ
て
の
宗
教
を
理
解
し
、
評
価
で
き
る
。
排
他
主
義
者
の
理
論
の
源
泉
は
、
主
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
の
バ
ル
ト
、
ブ
ル
ン

ナ
ー
、
ク
レ
ー
マ
ー
に
由
来
す
る
」。

（
７
）

「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
啓
示
」
以
外
を
認
め
な
い
た
め
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
一
切
の
宗
教
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
理
由
か

ら
、
レ
イ
ス
は
排
他
主
義
に
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
排
他
主
義
の
具
体
例
に
関
し
て
は
、
十
字
軍
や
異
端
に
対
す
る
排
除

の
事
例
を
引
く
ま
で
も
な
く
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

ち
な
み
に
レ
イ
ス
に
排
他
主
義
者
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
を
、
そ
の
代
表
者
と
み
る
か
は
微
妙
で
あ
ろ
う
。

（
８
）

バ
ル
ト
が

「
宗
教
は
不
信
仰
で
あ
る
」

（
９
）

と
宣
言
し
、
�
キ
リ
ス
ト
教
宗
教
は
そ
の
ま
こ
と
の
宗
教
で
あ
る
�
と
主
張
す
る
と
き
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト

教
こ
そ
が
、
唯
一
絶
対
の
宗
教
で
あ
る
と
か
、
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
は
�
い
つ
わ
り
の
宗
教
�
で
あ
る
か
を
意
味
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、「
神
と
人
と
の
ま
こ
と
の
関
係
」
を
キ
リ
ス
ト
教
が
正
し
く
反
映
し
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、「
ま
こ
と
の
宗
教
」
で

あ
る
と
言
っ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
て
も
、「
神
と
人
と
の
ま
こ
と
の
関
係
」
が
ゆ
が
め
ら
れ

た
場
合
、
バ
ル
ト
に
お
い
て
、
そ
れ
は
質
の
悪
い
�
い
つ
わ
り
�
の
宗
教
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
事
実
、
バ
ル
ト
が
手
厳
し
く
批
判

し
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
で
は
な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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②
包
括
主
義

で
は
、
包
括
主
義
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
レ
イ
ス
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
包
括
主
義
と
は
、
他
宗
教
を
受
容
し
、
同
時
に
拒
絶
す
る
。
つ
ま
り
、
他
宗
教
に
対
し
て
弁
証
法
的
に
�
イ
エ
ス
�
と
�
ノ
ー
�
を

い
う
。
し
か
し
一
方
で
は
、
包
括
主
義
は
諸
宗
教
の
中
に
霊
的
な
力
と
深
み
が
現
れ
て
い
る
の
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
諸
宗
教
は
神

が
臨
在
す
る
場
で
あ
る
と
適
切
に
認
め
ら
れ
う
る
。
ま
た
他
方
で
包
括
主
義
は
、
キ
リ
ス
ト
だ
け
が
救
い
主
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス

ト
か
ら
離
れ
た
救
い
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
諸
宗
教
を
拒
絶
す
る
。
包
括
的
と
の
意
味
合
い
は
、
す
べ
て
の
非
キ
リ
ス
ト
者
の
宗
教

的
真
理
が
最
終
的
に
は
キ
リ
ス
ト
と
彼
か
ら
生
ま
れ
た
宗
教
に
帰
せ
ら
れ
る
と
信
じ
る
こ
と
で
あ
る
」

（
10
）。

す
な
わ
ち
、
包
括
主
義
は
、
人
間
の
救
済
に
と
っ
て
有
効
な
働
き
が
他
の
諸
宗
教
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
仏
陀
や

ガ
ン
ジ
ー
な
ど
、
他
の
宗
教
に
も
尊
敬
に
値
す
る
偉
大
な
人
物
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
こ
う

し
た
宗
教
的
に
良
き
も
の
を
良
い
と
判
断
す
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
の
基
準
に
基
づ
い
て
で
あ
っ
て
、
他
の
宗
教
の
偉
大
な
人
物
が
偉
大
な

の
は
そ
れ
自
体
に
即
し
て
偉
大
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

現
代
に
お
け
る
包
括
主
義
の
代
表
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
の
「
無
名
の
キ
リ
ス
ト
者
」（
も
し
く
は
「
暗

黙
の
う
ち
の
キ
リ
ス
ト
教
」

（
11
）

）と
、
彼
が
理
論
的
影
響
を
与
え
た
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
で
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
立
場
で
あ
る
。

無
名
の
キ
リ
ス
ト
者
と
は
、
明
確
な
信
仰
告
白
を
持
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
て
い
な
く
て
も
客
観
的
に
は
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
救
い
に
参

与
し
て
い
る
�
匿
名
で
は
あ
る
が
実
質
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
�
と
い
う
人
々
の
こ
と
で
あ
る
。
非
キ
リ
ス
ト
者
は
キ
リ
ス
ト
教
で
説
か

明治キリスト教と宗教多元主義の諸問題
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れ
る
神
の
�
御
名
�
を
知
ら
な
い
だ
け
で
あ
る
が
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
の
救
い
は
彼
ら
に
も
及
ん
で
お
り
、
潜
在
的
に
は
キ
リ
ス
ト
者

と
み
な
し
て
よ
い
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
を
特
権
的
な
位
置
に
置
い
た
ま
ま
、
同
時
に
諸
宗
教
の
中
に

キ
リ
ス
ト
教
的
な
契
機
を
認
め
る
こ
と
で
、
宗
教
の
多
数
性
を
容
認
し
、
対
立
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

排
他
主
義
の
立
場
も
包
括
主
義
の
立
場
も
、
表
明
の
仕
方
は
異
な
っ
て
は
い
て
も
、
基
本
的
に
は
宗
教
の
価
値
を
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基

準
と
し
て
考
え
る
点
で
、
�
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
�
で
あ
る
。
こ
う
し
た
立
場
を
ヒ
ッ
ク
は
、「
教
会
の
外
に
救
い
な
し
」
と
い
う
ド

グ
マ
か
ら
逃
れ
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。

「
ラ
ー
ナ
ー
の
試
み
は
、
原
理
上
で
は
普
遍
的
な
包
括
主
義
的
立
場
に
達
し
よ
う
と
い
う
勇
敢
な
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
古
い
排
他
主
義
的
ド
グ
マ
を
拭
い
去
っ
て
い
な
い
。（
中
略
）
救
い
は
キ
リ
ス
ト
教
の
教
会
な
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
福
音

な
り
に
関
係
な
く
生
じ
つ
つ
あ
る
も
の
と
認
め
る
場
合
、
そ
れ
で
も
な
お
キ
リ
ス
ト
教
の
ラ
ベ
ル
を
彼
ら
に
貼
り
つ
け
よ
う
と
す
る
の
は
、

い
か
に
も
空
々
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
」

（
12
）

。

ヒ
ッ
ク
は
、
ラ
ー
ナ
ー
の
方
向
性
を
あ
る
程
度
は
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
不
徹
底
さ
を
批
判
し
て
い
る
。
ラ
ー
ナ
ー
は
他
の
諸
宗
教
の
存

在
は
認
め
て
は
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
他
宗
教
と
同
列
に
置
く
こ
と
は
し
な
い
か
ら
だ
。
レ
イ
ス
も
ほ
ぼ
同
様
の
観
点
か
ら

包
括
主
義
に
懐
疑
的
な
立
場
を
と
る
。

ラ
ー
ナ
ー
に
代
表
さ
れ
る
包
括
主
義
の
立
場
を
整
理
す
れ
ば
、
そ
の
理
論
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
諸
宗
教
に
対
し
て
、
一
段
上
位
に
特
権

的
に
置
き
、
そ
こ
か
ら
諸
宗
教
を
根
拠
づ
け
、
�
容
認
�
す
る
と
い
う
形
を
取
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ー
ナ
ー
の
思
想
が
硬
直
化
し

た
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
姿
勢
に
転
換
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
、
評
価
さ
れ
て
然
る
べ
き
だ
ろ
う
。
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し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
他
宗
教
の
中
に
も
、
キ
リ
ス
ト
の
働
き
が
常
に
内
在
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
は
、
包
括
主
義
の
立
場
か

ら
す
る
と
対
話
の
相
手
は
自
分
と
は
相
違
す
る
一
つ
の
独
立
体
で
は
な
く
、
自
分
の
中
に
存
在
し
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
相
手
の
中
に

投
影
さ
れ
た
自
分
自
身
の
姿
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
他
の
諸
宗
教
と
真
剣
に
向
き
合
う
神
学
的
必
要
性
は
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

ま
た
ヒ
ッ
ク
の
よ
う
な
学
者
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
別
の
観
点
か
ら
も
包
括
主
義
に
対
し
て
疑
問
を
投
げ
か
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
立
場
か
ら
、
諸
宗
教
の
中
に
キ
リ
ス
ト
教
に
通
じ
る
契
機
を
神
学
的
に
み
い
だ
し
た
と
し
て
も
、
キ
リ
ス

ト
教
に
自
ら
が
回
収
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
諸
宗
教
の
人
々
は
存
在
し
続
け
る
。
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
諸
宗
教
の
信
徒
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ

は
�
よ
け
な
い
お
世
話
�
で
あ
り
、
逆
に
特
権
的
な
立
場
に
あ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
当
該
の
他
宗
教
な
の
で
あ
る
、
と
の

批
判
も
出
て
こ
よ
う
。
異
質
な
他
者
を
一
方
的
に
呑
み
込
む
考
え
方
は
、
文
化
的
な
覇
権
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

③
多
元
主
義

こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
中
心
主
義
に
対
し
て
、
宗
教
的
多
元
性
の
下
で
キ
リ
ス
ト
教
が
取
る
べ
き
態
度
と
し
て
、
ヒ
ッ
ク
が
提
唱
す
る

の
は
多
元
主
義
で
あ
る
。
レ
イ
ス
に
よ
る
と
、
多
元
主
義
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
特
権
性
を
否
定
し
、
キ
リ
ス
ト
教
も
他
の
宗
教
と
同
列

で
あ
る
と
設
定
す
る
こ
と
で
、
宗
教
の
多
数
性
を
容
認
し
よ
う
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
時
、
多
元
主
義
者
ら
は
一
般
的
に
、
単
に
諸

宗
教
の
相
対
性
を
指
摘
す
る
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
形
で
諸
宗
教
を
超
越
し
た
次
元
に
究
極
的
な
実
在
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
そ
こ

に
お
い
て
諸
宗
教
の
多
様
性
を
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
共
通
し
て
見
受
け
ら
れ
る
。
多
元
主
義
者
の
代
表
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ヒ

ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
も
ろ
も
ろ
の
偉
大
な
世
界
宗
教
の
信
仰
者
た
ち
は
、
事
実
上
、
こ
の
唯
一
の
神
を
礼
拝
し
て
い
る

―
た
だ
し
、
こ
の
神
に
つ
い
て



は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
重
な
り
合
っ
た
概
念
、
あ
る
い
は
神
的
聖
像
（
イ
コ
ン
）
を
介
し
て
は
い
る
が

―
」

（
13
）

ヒ
ッ
ク
に
お
い
て
宗
教
の
複
数
性
は
、
こ
の
唯
一
の
神
へ
の
�
応
答
の
仕
方
の
違
い
�
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ラ
ー
ナ
ー
の
場
合
、

神
を
正
し
く
認
識
し
て
い
る
の
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
と
さ
れ
る
が
、
ヒ
ッ
ク
は
キ
リ
ス
ト
教
も
他
の
宗
教
と
同
じ
く
、
唯
一
の
神
に
特
定

の
形
で
応
答
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
。
彼
は
諸
宗
教
を
超
え
る
唯
一
の
神
を
設
定
し
、
そ
れ
が
特
定
の
宗
教
に
だ
け
特
権
的

に
結
び
つ
く
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
諸
宗
教
の
間
の
序
列
を
均
衡
に
し
、
宗
教
の
多
数
性
を
容
認
し
よ
う
と
す
る
。

「〈
多
元
主
義
〉
は
も
し
も
救
い
・
解
放
が
す
べ
て
の
偉
大
な
宗
教
で
伝
統
内
に
お
い
て
生
じ
つ
つ
あ
る
も
の
と
み
と
め
る
な
ら
ば
、

ど
う
し
て
究
極
的
な
神
的
実
在
に
対
す
る
人
間
側
の
、
救
わ
れ
た
い
と
願
う
応
答
の
多
元
性
を
率
直
に
認
め
な
い
の
か
。
要
す
る
に
多
元

主
義
と
は
〈
自
我
中
心
か
ら
実
在
中
心
へ
の
人
間
存
在
の
変
革
〉
が
す
べ
て
の
偉
大
な
宗
教
的
伝
統
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
内
に
お
い
て
、

様
々
に
異
な
る
し
か
た
で
生
じ
つ
つ
あ
る
も
の
と
認
め
る
見
解
の
こ
と
で
あ
る
。（
中
略
）
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
用
語
で
言
え
ば
、
神
の

啓
示
に
多
元
性
が
あ
り
、
従
っ
て
、
救
わ
れ
る
側
の
人
間
の
応
答
形
式
に
も
多
元
性
が
認
め
ら
れ
る
」

（
14
）

メ
タ
レ
ベ
ル
に
お
い
て
宗
教
の
多
数
性
を
基
礎
づ
け
る
方
法
は
、
多
元
主
義
も
包
括
主
義
も
共
通
で
あ
る
が
、
多
元
主
義
が
包
括
主
義

と
異
な
る
の
は
、
メ
タ
レ
ベ
ル
に
お
か
れ
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
諸
宗
教
の
伝
統
に
根
付
か
な
い
作
業
仮
説
的
な
「
究
極
的
な

神
的
存
在
」
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
他
の
多
元
主
義
者
に
も
み
ら
れ
る （

15
）。

多
元
主
義
は
複
数
の
宗
教
の
存
在
意
味
を
肯
定
的
に
理
解
す
る
上
で
、
も
っ
と
も
徹
底
し
た
態
度
で
あ
り
、
諸
宗
教
の
存
在
意
義
を
積

極
的
に
論
じ
る
と
い
う
性
格
か
ら
、
基
本
的
に
は
伝
統
的
な
排
他
主
義
を
超
え
る
可
能
性
の
試
み
と
し
て
評
価
で
き
よ
う
。
た
だ
現
実
に

は
、
様
々
な
教
派
間
の
伝
統
の
差
異
は
あ
る
に
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
は
他
の
諸
宗
教
に
比
較
し
て
宣
教
型
の
宗
教
と
い
う
特
徴
を
強
く

28
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有
す
る
た
め
、
多
く
の
�
進
歩
的
�
と
呼
ば
れ
る
論
者
で
あ
っ
て
も
、
包
括
主
義
と
多
元
主
義
の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
る
の
が

現
実
で
あ
る
。

ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
は
、
宗
教
間
対
話
の
場
を
理
論
的
に
築
き
、
諸
宗
教
を
序
列
化
せ
ず
、
こ
れ
を
均
一
の
空
間
へ
配
置
し
な
お

し
た
点
で
高
く
評
価
で
あ
る
。
し
か
し
ヒ
ッ
ク
の
言
う
�
〈
イ
エ
ス
中
心
〉
ら
〈
実
在
中
心
〉
へ
の
移
行
�
と
か
、
�
「
キ
リ
ス
ト
中
心

主
義
」
か
ら
「
神
中
心
主
義
」
へ
の
移
行
�
と
い
う
主
張
は
、
キ
リ
ス
ト
教
自
体
を
変
容
さ
せ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
問
い
か
け
を
は
ら
ん

で
お
り
、
こ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
し
て
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
の
余
地
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
宗
教
多
元
主
義
の
言
説

の
見
直
し
が
進
む
中
、
ヒ
ッ
ク
ら
が
提
案
す
る
宗
教
多
元
主
義
は
、
諸
宗
教
の
多
元
性
を
、
尊
重
す
る
か
に
見
え
な
が
ら
も
、
実
際
に
は

絶
対
主
義
的
に
機
能
し
て
お
り
、
諸
宗
教
を
西
洋
的
な
合
理
主
義
的
思
考
に
基
づ
く
解
釈
者
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
強
引
に
組
み
入
れ
て
し
ま

う
窮
屈
な
一
元
論
で
は
な
い
か
と
の
批
判
も
あ
り （

16
）、

そ
の
有
効
性
・
実
行
性
は
一
層
検
討
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
議
論
の
是
非
は
別
に
し
て
も
、
宗
教
多
元
主
義
の
主
張
は
、
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
思
想
に
お
け
る
一
過
的
な
思
想

上
の
流
行
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方
の
根
本
的
な
再
構
築
に
関
わ
っ
て
い
る
点
に
は
注
意
を
払
い
た
い
。
ま
た
宗

教
間
対
話
の
機
運
を
も
た
ら
し
た
点
も
大
き
く
評
価
し
て
よ
か
ろ
う
が
、
実
際
に
は
、
不
毛
な
対
話
に
終
わ
る
こ
と
の
多
い
宗
教
間
対
話

の
現
状
を
見
る
に
、
宗
教
多
元
主
義
の
検
討
だ
け
で
な
く
、
宗
教
間
対
話
の
方
法
論
も
一
層
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

３
　
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
思
想
と
歴
史

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
は
何
か

ま
ず
簡
単
に
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
（unitarian

）
と
呼
ば
れ
る
人
々
の
信
仰
と
歴
史
に
つ
い
て
確
認
し
た
い （

17
）。

歴
史
的
に
は
正
統
派
キ
リ
ス
ト

教
の
信
じ
る
三
位
一
体
（T

rinity

）
の
思
想
を
否
定
し
、
神
の
唯
一
性
（unity

）
を
信
じ
る
人
々
の
こ
と
を
い
う
。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
イ
エ



ス
・
キ
リ
ス
ト
を
宗
教
指
導
者
と
し
て
は
認
め
つ
つ
も
、
三
位
一
体
論
者
（trinitarian

）
と
異
な
り
、
神
と
し
て
の
超
越
性
は
否
定
す
る
。

た
だ
し
、
三
二
五
年
の
ニ
カ
イ
ア
の
公
会
議
で
決
め
ら
れ
た
三
位
一
体
説
に
反
対
し
た
ア
リ
ウ
ス
派
と
歴
史
的
な
直
接
の
つ
な
が
り
は
な

い
。
ま
た
、
歴
史
的
に
確
立
し
た
権
威
を
も
っ
て
い
る
個
々
の
「
教
派
」
を
越
え
た
「
運
動
」（
＝
超
教
派
的
キ
リ
ス
ト
教
運
動
）
で
あ
る
と

自
ら
を
位
置
づ
け
、
理
性
と
良
心
を
も
っ
と
も
重
ん
じ
、
社
会
改
良
を
熱
心
に
推
進
し
て
お
り
、
か
つ
て
は
自
由
思
想
家
や
合
理
主
義
や

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
思
想
を
生
み
出
す
源
泉
に
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
今
日
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
中
に
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で

あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
や
、
更
に
は
、
神
の
存
在
す
ら
否
定
す
る
人
々
も
存
在
す
る
。
現
在
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
会
の
中
に
は
、
自
ら

の
信
仰
を
キ
リ
ス
ト
教
と
自
己
認
識
す
る
信
徒
も
存
在
す
れ
ば
、
そ
う
で
は
な
い
信
徒
も
存
在
す
る
の
が
現
状
で
あ
る （

18
）。

「
信
独
為
一
上
帝
宗
」

こ
う
し
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
関
す
る
見
方
は
、
明
治
期
日
本
で
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
が
紹
介
さ
れ
た
文
献
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
文
部
省
に

よ
っ
て
訳
出
さ
れ
た
チ
ャ
ン
バ
ー
ス
（W
illiam

C
ham

bers

）
の
『
百
科
全
書
』
が
そ
れ
で
あ
る
。「
洋
教
宗
派
」

（
19
）

の
う
ち
に
、「
信
独
為
一
上

帝
宗
」
の
項
目
で
「
ユ
ニ
タ
リ
ア
ン
ス
」
の
ル
ビ
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
「
信
独
為
一
上
帝
宗
」
が
、
も
と
も
と
三
位
一
体
説
に
対
す
る
ア
リ
ウ
ス
ま
た
は
ソ
シ
ヌ
ス
の
反
対
説
に
基
づ
く
も
の
で
あ

り
、
の
ち
に
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
新
し
く
展
開
し
た
と
の
由
来
が
、
記
さ
れ
て
い
る
。
次
に
そ
の
三
つ
の
「
要
略
」
が
掲
げ
ら
れ

て
い
る
。
第
一
に
、「
聖
書
」
を
奉
ず
る
が
、
こ
れ
を
「
神
霊
ノ
感
応
」
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
す
る
意
味
が
、
他
の
キ
リ
ス
ト
教

諸
派
と
比
べ
て
弱
い
点
、
第
二
に
、
キ
リ
ス
ト
は
神
で
は
な
く
人
で
あ
る
点
、
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト
を
礼
拝
の
対
象
と
は
し
な
い
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
原
罪
を
信
ぜ
ず
、
贖
罪
も
認
め
ら
れ
な
い
点
、
そ
の
代
わ
り
、
人
間
に
道
徳
的
な
発
展
可
能
性
が
あ
る
点
、

が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
は
「
広
汎
宗
ユ
ニ
ウ
エ
ル
サ
リ
ス
ム
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
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米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
に
つ
い
て

さ
て
、
次
に
明
治
日
本
に
宣
教
師
を
派
遣
し
た
米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
に
つ
い
て
来
歴
を
必
要
な
範
囲
で
確
認
し
て
お
き
た
い （

20
）。

ア
メ
リ
カ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
、
一
八
世
紀
の
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
会
衆
派
の
人
々
に
広
ま
り
、
人
間
の
罪
を
糾
弾
す
る
厳
格
な

ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
神
学
に
代
わ
っ
て
、
富
裕
な
市
民
層
に
歓
迎
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
世
紀
初
頭
に
は
、�
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
論
争
�で

破
れ
た
正
統
派
カ
ル
ヴ
ァ
ン
主
義
者
た
ち
が
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
を
去
り
、
同
大
学
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
神
学
の
牙
城
と
な
っ
た
こ
と
で
有

名
で
あ
る
。

し
か
し
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
な
っ
た
人
々
は
�
非
宗
派
的
�
で
あ
っ
た
た
め
、
教
会
や
牧
師
の
影
響
力
が
ど
う
し
て
も
弱
体
化
し
て
し
ま

う
。
そ
れ
故
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
し
て
の
勢
力
を
保
ち
、
信
仰
を
養
う
た
め
に
は
組
織
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
八
二
五
年
、
ボ
ス

ト
ン
に
本
拠
地
を
置
く
米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
（T

he
A

m
erican

U
nitarian

A
ssociation

、
Ａ
Ｕ
Ａ
が
そ
の
略
称
）
が
設
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
以
後
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
ひ
と
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
が
教
派
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
に
反
発
す
る
人
々
が
出
て
き
た
。
彼
ら
は
、
超
絶
主
義

者
（transcendentalists

）
と
呼
ば
れ
、
直
観
主
義
の
宗
教
、
宇
宙
の
精
神
、
個
人
主
義
を
掲
げ
、
教
会
の
組
織
化
に
反
対
し
た
の
で
あ
っ
た

（
21
）

。

超
絶
主
義
者
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
大
き
な
違
い
は
、
一
つ
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
が
キ
リ
ス
ト
教
の
罪
の
告
白
を
必
要
と
し
た
の
に
対
し
、
そ

の
必
要
は
な
い
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
が
秩
序
や
義
務
を
重
視
し
た
の
に
対
し
、
超
絶
主
義
者
は
ロ
マ
ン
主

義
的
な
個
人
主
義
や
非
合
理
主
義
を
重
視
し
た
点
で
あ
る
。
詩
人
と
し
て
名
高
い
ラ
ル
フ
・
エ
マ
ソ
ン
（R

alph
W

aldo
E

m
erson,1803 -1882

）

や
パ
ー
カ
ー
（T

heorore
Parker,1810 -1860

）
が
そ
の
指
導
者
で
あ
っ
た
。

エ
マ
ソ
ン
は
、
一
八
三
二
年
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
会
の
牧
師
を
辞
職
し
、
保
守
化
す
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
対
し
て
、
直
観
的
宗
教
や
社

明治キリスト教と宗教多元主義の諸問題
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会
的
理
想
主
義
を
主
張
し
た
。
彼
は
自
然
も
精
神
も
神
の
普
遍
的
精
神
の
反
映
で
あ
る
と
し
、
人
格
神
を
否
定
す
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス
ト

教
の
枠
組
み
を
大
き
く
超
え
て
い
く
。
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
や
ア
ジ
ア
の
宗
教
に
関
心
を
持
ち
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
非
キ
リ
ス
ト
教

化
の
道
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
超
絶
主
義
者
の
特
徴
は
個
別
の
宗
派
・
宗
教
を
超
え
た
世
界
に
お
け
る
諸
宗
教
の
一
致
を
理
想
を
目
指
し

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
穏
健
な
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
は
あ
く
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
を
重
ん
じ
、
父
な
る
神
の
下
で
の
万
教
一
致
を
目
指
し
た

の
に
対
し
、
超
絶
主
義
者
の
諸
宗
教
の
一
致
と
い
う
主
張
は
、
両
者
の
間
で
激
し
い
論
争
を
呼
び
起
こ
し
た
。

ま
た
超
絶
主
義
者
は
、
教
会
で
礼
拝
す
る
よ
り
も
、
教
会
を
出
て
社
会
を
改
革
す
る
こ
と
の
ほ
う
が
大
事
で
あ
る
と
考
え
、
社
会
改
革

に
熱
心
に
取
り
組
み
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
保
守
派
と
対
立
す
る
。

超
絶
主
義
者
た
ち
の
こ
う
し
た
新
た
し
い
考
え
が
華
々
し
く
展
開
さ
れ
た
為
に
、
米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
に
よ
っ
て
結
束
し
つ
つ
あ

っ
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
内
の
�
キ
リ
ス
ト
教
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
�
は
大
き
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
訳
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
組
織
の
動
揺
に
対
し
、
穏
健
派
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
リ
ー
ダ
ー
・
ベ
ロ
ウ
ズ
（H

enry
W

.B
ellow

s,1814 -1882

）
が
、
南

北
戦
争
後
、
保
守
派
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
弱
体
化
し
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
信
仰
と
組
織
の
再
強
化
に
成
功
す
る
。
ベ
ロ

ウ
ズ
が
強
調
し
た
の
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
が
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場
を
堅
持
す
る
こ
と
、
制
度
と
し
て
の
教
会
を
重
視
す
る
こ
と
、
こ
の
二

点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
動
き
に
ま
た
し
て
も
反
対
す
る
人
々
が
登
場
す
る
。
彼
ら
は
、
ア
ボ
ッ
ト
（F

rancis
E

llingw
ood

A
bbot,1836 -

1903

）
を
中
心
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
で
、
キ
リ
ス
ト
教
に
こ
だ
わ
る
ベ
ロ
ウ
ズ
の
方
針
に
強
く
反
対
し
た
。
ア
ボ
ッ
ト
ら
は
結
局
、
米

国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
か
ら
独
立
し
て
、
自
分
た
ち
で
一
八
六
七
年
、
自
由
宗
教
協
会
（the

F
ree

R
eligious

A
ssociation

）
を
設
立
す

る
。米

国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
は
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）、
日
本
へ
宣
教
師
を
派
遣
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
後
日
、
ア
ー
サ
ー
・
メ
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イ
・
ナ
ッ
プ
（A

rthur
M

ay
K

napp,1841 -1921

）
を
派
遣
す
る
に
至
る
が
、
実
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
と
保
守
派
の
対
立
す
る
中
で
、
日
本
へ

の
宣
教
師
派
遣
が
な
さ
れ
た
の
は
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
こ
だ
わ
ろ
う
と
す
る
保
守
的
・
穏
健

的
な
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
と
の
間
で
思
想
的
に
揺
れ
動
く
中
で
、
日
本

へ
宣
教
師
が
派
遣
さ
れ
た
が
、
実
に
、
そ
の
�
思
想
的
な
揺
れ
�
が
日
本
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
性
格
を
決
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る （

22
）

。
４
　
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
初
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
矢
野
文
雄

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
日
本
で
の
活
動
を
見
る
前
に
、
矢
野
文
雄
に
よ
る
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
紹
介
の
記
事
の
内
容
か
ら
確
認
し
た
い
。
ア
メ

リ
カ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
宣
教
師
ア
ー
サ
ー
・
メ
イ
・
ナ
ッ
プ
の
渡
来
は
、
矢
野
と
福
澤
諭
吉
と
の
関
係
に
負
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な

い
か
ら
で
あ
る （

23
）

。

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
初
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
矢
野
文
雄
は
、
周
知
の
ご
と
く
一
八
八
三
年
（
明
治
一
六
）
に
政
治
小
説
『
経
国
美
談
』

を
著
し
た
矢
野
龍
渓 （

24
）で

あ
る
。
矢
野
は
福
澤
諭
吉
の
慶
応
義
塾
を
卒
業
後
、
一
八
八
一
年
（
明
治
一
四
）
に
『
郵
便
報
知
新
聞
』
を
買
収

し
て
、
そ
の
社
長
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
八
八
四
年
（
明
治
一
七
）
よ
り
二
年
間
、
主
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
し
て
、
そ
の
地
の
文
物

制
度
の
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
一
端
を
『
郵
便
報
知
新
聞
』
紙
上
に
「
周
遊
雑
記
」
と
し
て
連
載
し
、
こ
の
中
で
は
先
に
示
し
た
よ
う
な

辞
書
的
な
意
味
で
な
く
、
現
地
レ
ポ
ー
ト
と
提
言
と
し
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
る （

25
）

。

矢
野
の
紹
介
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
に
対
す
る
評
価

矢
野
の
「
周
遊
雑
記
」
に
お
け
る
〈
宗
教
道
徳
の
部
〉
で
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）

一
〇
月
七
日
の
「
理
、
智
の
二
世
界
に
抵
触
せ
す
し
て
風
教
を
維
持
す
へ
き
教
派
あ
り
」
の
記
事
と
、
翌
八
日
の
「
西
洋
の
諸
教
派
は
多
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年
な
ら
す
し
て
全
国
に
蔓
延
す
る
の
勢
あ
り
」、
続
い
て
九
日
の
「
目
下
の
急
務
は
速
か
に
国
教
を
定
む
る
に
あ
り
」
の
三
日
分
の
記
事

で
あ
る
。

「
理
、
智
の
二
世
界
に
抵
触
せ
す
し
て
風
教
を
維
持
す
へ
き
教
派
あ
り
」

ま
ず
、
一
〇
月
七
日
付
「
理
、
智
の
二
世
界
に
抵
触
せ
す
し
て
風
教
を
維
持
す
へ
き
教
派
あ
り
」
で
は
、「
理
科
」（
＝
自
然
科
学
・
法
則

性
）
と
「
智
力
」（
＝
社
会
科
学
・
理
性
）
の
発
達
に
矛
盾
し
な
い
「
宗
教
」
と
し
て
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「
同
派
（
筆
者
注

―
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
）
は
道
徳
に
関
す
る
教
義
に
於
て
は
一
切
耶
蘇
の
徳
教
を
基
本
と
し
、
又
上
帝
上
に
在
て
万
物
を

支
配
す
る
こ
と
を
信
ず
る
も
の
な
り
。
然
れ
ど
も
唯
其
耶
蘇
旧
教
新
教
と
異
る
所
は
両
約
全
書
経
典
中
の
神
怪
不
稽
な
る
部
分
を
信
ぜ
ず
、

耶
蘇
を
ば
唯
大
聖
至
聖
の
人
と
見
做
し
、
天
と
同
体
物
に
あ
ら
ず
と
為
す
に
在
り
。（
中
略
）
又
此
世
界
の
万
物
に
一
定
の
規
則
あ
る
は

皆
是
れ
天
の
司
る
所
な
れ
ば
天
を
畏
れ
ざ
る
可
ら
ず
、
天
を
信
じ
道
を
慎
む
の
外
に
は
別
に
神
怪
迷
惑
の
教
式
を
要
せ
ず
と
は
是
れ
「
ユ

ニ
テ
リ
ア
ン
」
派
の
眼
目
と
為
す
所
な
り
。

「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
」
派
は
斯
く
諸
教
派
中
に
於
て
最
も
神
怪
惑
迷
の
事
を
削
除
す
る
が
故
に
、
理
科
世
界
の
人
と
雖
も
亦
た
之
と
抵
触

す
る
の
憂
な
く
、
智
力
世
界
の
人
と
雖
も
亦
た
之
に
矛
盾
す
る
の
恐
れ
な
し
」

（
26
）。

ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
、
聖
書
よ
り
「
神
怪
不
思
議
」
＝
奇
蹟
を
排
し
、
イ
エ
ス
に
関
し
て
は
「
大
聖
至
聖
」
と
し
て
�
神
の
子
�
と
し

て
で
は
な
く
�
偉
大
な
聖
人
�
と
見
る
と
こ
ろ
に
、「
理
、
智
の
二
世
界
」
に
か
な
っ
た
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
は
社
会
の
進
化
に
即
し
て
お
り
、
人
々
へ
合
理
的
生
活
を
促
す
と
と
も
に
、
風
教
を
維
持
す
る
働
き
が

あ
る
進
化
論
的
に
最
も
進
ん
だ
宗
教
で
あ
る
と
絶
賛
さ
れ
て
い
る
。



「
西
洋
の
諸
教
派
は
多
年
な
ら
す
し
て
全
国
に
蔓
延
す
る
の
勢
あ
り
」

次
の
一
〇
月
八
日
付
「
西
洋
の
諸
教
派
は
多
年
な
ら
す
し
て
全
国
に
蔓
延
す
る
の
勢
あ
り
」
で
は
、
同
じ
西
洋
の
宗
教
で
も
ユ
ニ
テ
リ

ア
ン
で
は
な
い
正
統
派
キ
リ
ス
ト
教
は
、
そ
れ
を
日
本
に
も
っ
て
き
て
も
、
日
本
を
七
、
八
百
年
前
の
西
洋
の
状
態
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
が
、
本
国
よ
り
資
金
を
募
っ
て
布
教
に
あ
た
る
の
で
、
そ
れ
が
蔓
延
し
か
ね
な
い
こ
と
を
憂
え
て

い
る
。

こ
の
憂
い
は
、
矢
野
が
「
宗
教
道
徳
の
部
」
を
執
筆
す
る
に
至
っ
た
背
景
と
も
関
連
す
る
。
当
時
、
政
府
の
欧
化
主
義
政
策
の
波
に
の

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
系
の
学
校
が
次
々
と
設
立
さ
れ
、
ま
た
教
会
員
が
増
加
す
る
な
ど
、
政
府
の
キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
好
意
的
態
度
を

後
押
し
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
熱
が
一
気
に
高
ま
っ
た
時
期
で
あ
る （

27
）。

当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
は
、
教
派
を
問
わ
ず
、
ほ
と
ん
ど
が
、

い
わ
ゆ
る
正
統
派
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教
を
悪
魔
の
支
配
下
に
あ
る
も
の
と
み
な
し
、
仏
教
を
偶
像
礼
拝
と
断
罪

し
た
。
こ
う
し
た
姿
勢
が
、
民
衆
・
知
識
人
を
問
わ
ず
、
反
感
を
強
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
三
宅
雪
嶺
が
そ
の
著
書
『
同
時
代
史
』
で
記

し
た
よ
う
に
、
や
っ
て
き
た
宣
教
師
た
ち
は
日
本
が
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
を
望
む
よ
う
に
な
っ
た
の
か
「
事
情
を
知
ら
ず
、
賛
成
者

の
増
加
に
慢
心
し
、
其
の
信
仰
せ
ざ
る
を
責
め
」
る
人
々 （

28
）で

あ
り
、
そ
の
大
半
は
西
洋
文
化
の
絶
対
的
優
位
性
を
信
じ
、
日
本
文
化
を
否

定
し
た
。
た
だ
自
分
た
ち
の
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
教
、
し
か
も
自
分
た
ち
の
宗
派
的
キ
リ
ス
ト
教
を
唯
一
絶
対
の
真
理
と
し
て
押
し
付
け
た

訳
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
戦
慄
し
た
矢
野
が
注
目
し
た
の
が
、
他
の
諸
宗
教
に
対
し
て
寛
容
で
リ
ベ
ラ
ル
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
、
と
り

わ
け
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
矢
野
は
、
す
で
に
日
本
で
布
教
活
動
を
行
っ
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
怪
惑

迷
の
教
派
」
の
蔓
延
を
阻
止
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
切
々
と
説
い
て
い
る
。
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「
目
下
の
急
務
は
速
か
に
国
教
を
定
む
る
に
あ
り
」

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
再
び
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
持
ち
上
げ
、「
理
、
智
の
二
世
界
」
に
矛
盾
し
な
い
キ
リ
ス
ト
教
を
採
用
す
べ
し
と

結
論
づ
け
る
の
が
、
最
後
の
一
〇
月
九
日
付
「
目
下
の
急
務
は
速
か
に
国
教
を
定
む
る
に
あ
り
」
の
記
事
で
あ
る
。
国
民
国
家
の
エ
ー

ト
ス
を
涵
養
す
る
道
徳
宗
教
の
確
立
を
求
め
る
世
論
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
今
後
の
文
明
社
会
に
適
し
た
宗
教
と
し
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

に
期
待
す
る
矢
野
の
功
利
主
義
的
思
惑
が
見
え
隠
れ
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
現
状
で
は
時
代
と
文
明
に
最
も
適
し
た
宗
教
と

し
て
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
が
最
も
国
教
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
提
言
で
あ
る （

29
）。

�
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
日
本
の
国
教
に
せ
よ
�
と
い
う
提
案
は
、
外
国
の
教
派
教
会
か
ら
干
渉
を
受
け
て
い
た
当
時
の
日
本
の
キ
リ
ス

ト
教
会
に
対
す
る
危
惧
に
も
後
押
し
さ
れ
て
い
た （

30
）。

矢
野
は
二
年
に
お
よ
ぶ
外
遊
を
通
し
て
、
西
欧
諸
国
の
現
実
政
治
が
教
会
寺
院
の

た
め
に
干
渉
さ
れ
る
姿
を
目
撃
し
た （

31
）

。
渡
来
し
た
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
今
度
は
日
本
の
社
会
生
活
が
乱
さ
れ
た
の
で
は
た
ま
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
危
機
意
識
か
ら
発
し
た
提
案
で
あ
る
。

「

―
宗
教
を
他
国
の
為
に
害
用
せ
ら
る
れ
ば
、
我
国
を
侵
略
す
る
の
口
実
と
せ
ら
れ
我
国
降
服
の
端
緒
と
も
な
る
こ
と
な
が
ら
、

又
之
を
我
国
に
利
用
す
る
時
は
敵
国
を
防
ぐ
の
役
目
を
も
務
む
る
も
の
な
り
。（
中
略
）
現
に
今
日
に
あ
り
て
伊
太
利
の
旧
教
に
於
け
る
、

魯
西
亞
の
基
督
教
に
於
け
る
、
英
国
の
新
教
に
於
け
る
が
如
き
、
則
ち
皆
な
其
国
を
守
る
に
於
て
常
に
幾
分
の
助
け
を
な
し
居
る
に
あ

ら
ざ
る
は
な
し
。
然
れ
ば
専
ら
政
治
上
よ
り
し
て
考
ふ
る
も
、
我
邦
は
「
耶
蘇
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
」
派
の
如
き
一
派
を
以
て
我
国
教
と
定

め
、
此
純
良
な
る
教
門
の
為
め
に
我
身
を
も
慎
み
我
国
を
も
守
る
と
云
へ
る
迄
に
人
民
を
導
く
こ
と
も
亦
政
治
家
に
取
て
一
の
方
便
な

る
べ
し（

32
）」。
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正
統
派
の
教
派
が
勢
力
を
拡
大
す
る
前
に
、
よ
り
教
義
色
が
薄
く
、
道
徳
と
し
て
も
十
分
機
能
し
、
現
実
の
理
智
の
世
界
と
矛
盾
し
な

い
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
あ
ら
か
じ
め
採
用
す
る
の
が
得
策
で
は
な
い
か
と
の
苦
肉
の
提
言
で
あ
る
。

矢
野
の
主
張
は
、
政
治
的
力
学
に
基
づ
く
判
断
（
＝
「
政
治
家
に
取
て
一
の
方
便
」）
と
し
て
の
国
教
採
用
と
い
う
性
格
を
強
く
帯
び
て
は

い
る
も
の
の
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
国
教
に
採
用
せ
よ
と
い
う
そ
の
主
張
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
次
の
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

道
徳
の
基
礎
と
し
て
宗
教
の
必
要
性
、
そ
し
て
、
自
然
科
学
・
社
会
科
学
と
調
和
し
た
宗
教
の
必
要
性
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
導
き
だ
さ
れ

た
の
が
結
果
と
し
て
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
国
教
に
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

当
時
の
日
本
の
実
状
を
み
れ
ば
、
明
治
維
新
に
よ
っ
て
封
建
社
会
が
崩
れ
、
道
徳
社
会
を
形
づ
く
っ
て
き
た
儒
者
も
力
を
失
い
、
も
は

や
日
本
の
道
徳
世
界
に
は
維
持
者
も
価
値
基
準
も
な
い
状
況
で
っ
た
。
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
は
ず
の
、
仏
教
を
は
じ
め
と
す
る
既
成
宗
教

も
そ
の
力
を
失
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
道
徳
世
界
は
依
拠
す
べ
き
一
定
の
根
拠
を
も
た
ず
、
価
値
観
が
混
沌
と
し
て
い
る
の
が
現
状
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
矢
野
は
、
宗
教
、
道
徳
の
再
構
築
が
な
け
れ
ば
、
国
民
国
家
と
し
て
の
日
本
社
会
の
強
固
な
結
束
は
望
め
え
な
い

と
訴
え
る
の
で
あ
る
。

（
33
）

ま
た
自
然
科
学
、
社
会
科
学
と
調
和
し
た
宗
教
の
必
要
性
に
関
し
て
も
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
世
間
の
進
歩
に
連
れ
て
著
る
し
く
改
良
せ
る
も
の
は
欧
西
の
耶
蘇
教
に
て
、
東
洋
の
仏
教
は
之
に
亞
ぐ
も
の
と
い
ふ
べ
し
。
三
教
の

中
に
て
最
も
改
良
な
き
も
の
は
蓋
し
儒
教
な
る
か
な
。
若
し
日
本
に
て
仏
教
が
未
来
の
世
界
に
の
み
割
拠
せ
ず
現
世
道
徳
の
世
界
を
も
支

配
し
居
た
り
し
な
ら
ば
、
此
世
界
に
も
幾
分
の
改
良
を
生
じ
た
る
や
も
知
る
べ
か
ら
ず
。
唯
此
世
界
を
欠
き
し
が
為
に
其
進
歩
を
独
り
未

来
後
世
の
世
界
に
限
り
た
る
は
、
東
洋
に
取
て
は
惜
む
べ
き
こ
と
に
こ
そ
。（
中
略
）
今
日
は
学
術
世
界
は
勿
論
、
社
会
の
仕
組
み
も
年

一
年
よ
り
非
常
に
進
歩
改
良
す
る
こ
と
な
れ
ば
、
道
徳
及
び
未
来
の
世
界
な
る
宗
教
は
唯
之
と
矛
盾
さ
ざ
れ
ば
宜
き
者
な
り
。
然
れ
ど
も
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動
も
す
れ
ば
相
抵
触
す
る
こ
と
多
き
を
苦
し
む
色
あ
り
。
蓋
し
今
日
の
社
会
に
大
切
な
る
学
術
と
智
恵
の
仕
組
み
と
に
さ
へ
矛
盾
せ
ず
し

て
、
一
方
に
於
て
世
の
風
教
を
維
持
す
る
役
目
を
勉
む
る
時
は
、
最
早
や
宗
教
は
申
分
な
き
も
の
と
知
る
べ
し
。
流
石
に
進
歩
の
社
会
に

立
ち
居
る
が
故
に
、
欧
州
の
宗
派
は
潜
り
潜
り
て
此
矛
盾
を
右
に
避
け
左
に
免
れ
居
る
も
の
多
し
。（
中
略
）
今
ま
若
し
欧
州
進
歩
の
社

会
を
日
本
に
還
し
、
欧
州
に
行
は
る
ゝ
所
の
学
術
と
其
智
恵
の
仕
組
と
を
取
て
直
に
之
を
日
本
に
用
ひ
ん
と
欲
せ
ば
、
今
日
の
仏
教
儒
教

は
必
ず
之
と
相
矛
盾
し
て
両
立
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
場
合
多
き
こ
と
あ
る
を
免
れ
ざ
る
に
、
耶
蘇
教
な
れ
ば
其
儘
之
に
適
合
す
る
の
利

益
あ
り （

34
）

」。

こ
こ
で
も
矢
野
は
啓
蒙
主
義
的
立
場
か
ら
、「
宗
教
」
が
直
面
す
る
課
題
は
、
自
然
科
学
や
社
会
科
学
の
発
達
と
い
か
に
調
和
さ
せ
て

ゆ
く
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
こ
の
課
題
を
克
服
し
て
こ
そ
「
宗
教
」
に
社
会
的
・
政
治
的
効
用
が
期
待
で
き
る
と
強
調
し
て
い

る
。
こ
う
し
て
矢
野
の
宗
教
論
は
ま
ず
、
三
教
の
比
較
か
ら
、
日
本
の
「
宗
教
」、
道
徳
世
界
の
改
良
を
求
め
る
主
張
へ
、
そ
し
て
先
に

紹
介
し
た
通
り
、
そ
の
改
良
の
た
め
に
キ
リ
ス
ト
教
を
、
な
か
ん
ず
く
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
日
本
の
道
徳
世
界
の
手
引
き
と
し
て
採
用

す
る
提
案
へ
と
至
る
の
で
あ
る
。

「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
の
要
領
」

一
八
八
七
年
（
明
治
20
）
年
五
月
に
矢
野
は
「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
の
要
領
」
連
載
す
る
が （

35
）

、
こ
れ
は
前
年
一
〇
月
に
掲
載
さ
れ
た
右
の

三
本
の
記
事
に
対
す
る
読
者
か
ら
の
反
響
に
対
す
る
矢
野
に
よ
る
一
つ
の
応
答
で
あ
る
。
折
し
も
英
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
か
ら
、
同
紙

に
「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
耶
蘇
教
徒
に
関
す
る
教
義
の
公
布
書
」
が
送
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
を
訳
出
し
て
若
干
の
説
明
を
加
え
た
も
の
で
あ

る
。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
は
何
か
、
を
再
度
、
確
認
す
る
上
で
も
参
考
に
な
る
と
思
う
の
で
、
次
の
通
り
主
要
な
部
分
を
ひ
ろ
い
出
し
て
み

た
い
。
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第
一
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
徒
は
我
々
の
父
な
る
一
の
造
物
主
あ
る
こ
と
を
信
す
三
位
一
体
の
説
を
信
せ
す

第
二
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
徒
は
我
々
の
父
た
る
造
物
主
の
み
礼
拝
し
耶
蘇
基
督
の
我
々
に
命
令
せ
し
如
く
唯
た
天
の
み
を
礼
拝
し
敢
て

聖
母
馬
利
（
耶
蘇
を
生
み
し
母
）
及
び
諸
天
使
及
び
基
督
を
礼
拝
す
る
こ
と
な
し

第
六
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
徒
は
人
生
に
付
此
の
如
く
信
す
、
我
身
は
神
の
造
る
所
な
り
我
々
は
自
分
に
て
作
れ
る
所
に
あ
ら
す
と
信
す

然
れ
共
我
々
は
全
く
生
れ
な
か
ら
に
し
て
腐
敗
せ
る
者
に
し
て
善
行
を
為
す
の
力
な
き
者
な
り
と
は
信
せ
す

第
十
一
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
徒
は
此
の
如
く
信
す
、
経
文
（
旧
約
全
書
新
約
全
書
を
指
す
）
は
天
の
詞
を
有
ち
居
る
こ
と
を
信
す
然
れ
共

其
経
文
中
の
一
字
一
句
も
皆
な
是
れ
天
の
詞
な
り
と
は
信
せ
さ
る
な
り （

36
）

こ
こ
で
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
、
イ
エ
ス
を
神
と
す
る
三
位
一
体
説
を
と
ら
な
い
こ
と
、
人
間
の
原
罪
を
認
め

ず
、
道
徳
的
進
歩
の
可
能
性
あ
り
と
す
る
こ
と
、
聖
書
を
無
謬
と
は
し
な
い
こ
と
、
の
三
点
が
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
記

事
で
は
、
西
欧
近
代
社
会
に
展
開
し
た
啓
蒙
思
想
の
気
風
、
す
な
わ
ち
教
会
の
権
威
、
政
治
的
権
威
へ
の
批
判
を
押
し
進
め
、
封
建
的
圧

制
か
ら
民
衆
の
解
放
を
求
め
て
い
く
と
い
う
気
風
を
帯
び
た
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
義
の
特
徴
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
個
々
の
人
間
の
理
性

へ
の
信
頼
、
道
徳
的
進
歩
の
可
能
性
を
強
調
し
て
い
る
。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
教
義
を
梃
子
に
し
て
個
々
の
人
民
の
精
神
涵
養
に
注
意
を
促

し
そ
れ
を
基
本
と
す
る
道
徳
教
育
の
実
現
を
求
め
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

日
本
へ
の
宣
教
師
派
遣
要
請

ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
の
日
本
へ
の
宣
教
は
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）
は
じ
め
に
、
矢
野
文
雄
が
英
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
に
対
し

て
日
本
へ
宣
教
師
を
派
遣
し
て
ほ
し
い
と
要
請
し
た
こ
と
が
直
接
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
。
矢
野
の
要
請
に
対
し
、
英
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン

協
会
は
経
済
的
な
問
題
を
理
由
に
、
応
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
結
論
を
出
し
た
が
、
米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
に
日
本
視
察
の
宣
教
師
を
送

吉野作造の「神の国」観
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り
出
す
よ
う
、
協
力
を
求
め
る
こ
と
を
決
定
し
た

（
37
）。

こ
れ
を
受
け
て
一
八
八
七
年
一
二
月
二
一
日
に
米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
宣
教
師
ア

ー
サ
ー
・
メ
イ
・
ナ
ッ
プ
が
来
日
し
た
。
ナ
ッ
プ
は
、
矢
野
を
は
じ
め
、
福
沢
諭
吉
、
中
村
正
直
ら
明
六
社
系
の
啓
蒙
知
識
人
の
支
持
を

得
て
、
本
格
的
に
日
本
宣
教
に
乗
り
出
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

【
註
】

（
１
）John

H
ick

and
Jon

R
.Stone

eds., “
C
lim

bing
the

F
oothills

of
U
nderstanding

”
in

T
he

C
raft

of
R
eligious

Studies,N
ew

Y
ork:St.

M
artins

P
ress,1998,pp.76-97.

（
２
）John

H
ick,G

od
H
as

M
any

N
am

es,W
estm

inster：
John

K
nox

P
ress,1982.

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
（
間
瀬
啓
允
訳
）『
神
は
多
く
の
名
前

を
持
つ
―
新
し
い
宗
教
的
多
元
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
。

（
３
）
Ｅ
・
ト
レ
ル
チ
（
森
田
雄
三
郎
・
高
野
晃
兆
訳
）「
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
と
宗
教
史
」、『
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
叢
書
　
２
』
白
水
社
、
一
九

七
四
年
。

ト
レ
ル
チ
は
歴
史
学
的
な
方
法
に
よ
っ
て
、
確
か
に
キ
リ
ス
ト
教
を
相
対
性
の
地
平
に
再
配
置
し
た
。
し
か
し
他
方
で
「
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対

性
」
も
確
保
し
よ
う
と
す
る
。
諸
宗
教
の
比
較
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
決
定
的
な
優
位
性
を
証
明
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
ト
レ
ル
チ
は
、
諸

宗
教
の
間
に
共
通
す
る
本
質
を
見
出
し
、
そ
の
本
質
を
「
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
」
も
っ
と
も
よ
く
実
現
し
て
い
る
の
が
キ
リ
ス
ト
教
だ
と
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
す
ぐ
れ
た
諸
宗
教
の
中
に
、
わ
れ
わ
れ
は
経
験
上
類
似
し
た
根
本
思
想
と
力
と
衝
動
力
を
見
い
だ
す
。
そ
し
て

諸
宗
教
の
内
的
活
動
が
最
も
熱
心
に
追
求
す
る
方
向
、
最
も
深
い
と
こ
ろ
で
働
い
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
宗
教
力
の
方
向
こ
そ
共
通
な
も
の
を
あ

ら
わ
す
。
こ
の
共
通
な
も
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
求
め
ら
れ
、
と
き
お
り
強
力
に
現
わ
れ
る
（
中
略
）。
そ
の
な
か
で
高
次
の
宗
教
的
な
生

の
運
動
を
示
す
思
考
に
は
、
つ
ね
に
四
つ
の
思
考
群
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
神
、
世
界
、
人
間
の
霊
、（
中
略
）
超
越
界
で
あ
る
。（
中
略
）
右

に
あ
げ
た
四
つ
の
い
ず
れ
の
思
想
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
に
お
い
て
も
、
い
ま
や
あ
き
ら
か
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
追

求
さ
れ
る
目
標
が
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
完
全
な
自
立
性
と
力
と
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（「
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
と
宗

教
史
」
八
四
頁
）。

ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
比
較
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
四
つ
の
点
で
、
キ
リ
ス
ト
教
は
事
実
上
「
最
高
の
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
優

位
性
は
時
代
を
貫
通
す
る
も
の
で
は
な
い
。
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「
最
高
の
、
最
も
単
純
な
、
最
も
強
力
な
宗
教
的
な
生
の
こ
の
啓
示
は
ひ
と
つ
の
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
歴
史
現
象
の
あ
ら
ゆ
る
制
約
を
も
受

け
て
い
る
。（
中
略
）
ま
さ
し
く
そ
れ
ゆ
え
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は
つ
ね
に
最
終
の
最
高
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
を

越
え
る
よ
う
な
も
の
は
す
べ
て
排
除
さ
れ
た
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
厳
密
確
実
に
は
証
明
さ
れ
な
い
。（
中
略
）
む
し
ろ
最
高
の
宗
教

力
は
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
の
み
獲
得
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
説
得
力
あ
る
証
明
は
引
き
だ
さ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

証
明
は
無
力
と
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
存
在
す
る
も
の
は
、
む
し
ろ
、
自
己
自
身
に
確
実
な
信
仰
だ
け
で
あ
る
」（
前
掲
、
八
六
頁
）。

最
終
的
に
、
ト
レ
ル
チ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
」
は
学
問
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
、「
自
己
自
身
に
確
実
な
信
仰
」
が
「
キ
リ

ス
ト
教
の
絶
対
性
」
を
主
張
せ
し
め
る
の
み
だ
と
論
じ
て
い
る
。
ト
レ
ル
チ
自
身
、
キ
リ
ス
ト
教
を
最
高
の
も
の
と
評
価
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

結
果
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
の
は
、
む
し
ろ
「
キ
リ
ス
ト
教
の
相
対
性
」
の
方
だ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
４
）T

he
U
nitarian

M
ovem

ent
in

Japan,Sketches
of

the
L
ives

and
R
eligious

W
ork

of
T
en

R
epresetative

Japanese
U
nitarians,

日
本
ゆ
に
て
り
あ
ん
弘
道
会
、
一
九
〇
〇
年
、
五
頁
。
米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
宣
教
師
ア
ー
サ
ー
・
メ
イ
・
ナ
ッ
プ
は
来
日
の
目
的
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。T

he
errand

of
U
nitarianism

in
Japan

is
based

upon
the

now
fam

iliar
idea

of
the

‘sym
pathy

of

religions

’.W
ith

the
conviction

that
w
e
are

m
essengers

of
distinctive

and
valuable

truths
w
hich

have
not

here
been

em
phasized,and

that
in

return
there

is
m
uch

in
your

faith
and

life
w
hich

to
our

harm
w
e
have

not
em

phasized
receive

us
not

as

theologicalpropagandaists
but

as
m
essengers

of
the

new
gospelof

hum
an

brotherhood
in

the
religious

life
of

m
ankind.

（
５
）John

H
ick

and
P
aulF

.K
nitter,eds.,T

he
M

yth
of

C
hristian

U
niquness-T

ow
ard

a
P
luralistic

T
heology

of
R
eligions,N

ew
Y
ork：

O
rbis

B
ooks,1987.

ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
、
Ｐ
・
Ｆ
・
ニ
ッ
タ
ー
編
（
八
木
誠
一
・
樋
口
恵
訳
）『
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を
超
え
て

―
宗
教

的
多
元
主
義
の
神
学
』
春
秋
社
、
一
九
九
三
年
。P

aul
F
.K

nitter,N
o
other

nam
e?：

a
critical

survey
of

C
hristian

attitudes

tow
ard

the
w
orld

religions ,N
ew

Y
ork:O

rbis
B
ooks,1985.

な
ど
。
宗
教
多
元
主
義
を
め
ぐ
っ
て
ヒ
ッ
ク
と
意
見
を
異
に
す
る
論
者
も
多

数
存
在
し
、
多
元
主
義
そ
の
も
の
も
一
枚
岩
で
は
な
い
。
特
に
、
多
元
主
義
の
設
定
す
る
究
極
的
自
在
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
を
め
ぐ
っ
て

は
、
様
々
な
見
解
が
対
立
し
て
お
り
、
そ
の
一
方
の
代
表
は
Ｐ
・
ニ
ッ
タ
ー
で
あ
ろ
う
。
ニ
ッ
タ
ー
は
「
多
が
一
に
な
る
よ
う
に
要
請
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
そ
の
一
は
、
多
を
呑
み
込
む
よ
う
な
一
で
は
な
い
。
多
は
厳
密
に
多
と
し
て
残
る
ま
ま
一
と
な
る
。
多
に
属
し
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ

が
他
者
に
対
し
て
独
特
な
寄
与
を
し
、
し
た
が
っ
て
全
体
に
独
特
な
形
で
貢
献
す
る
時
「
一
」
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
多
が
互
い
の
中

に
、
そ
し
て
よ
り
大
い
な
る
全
体
の
中
で
等
し
く
し
み
込
み
一
に
集
中
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
過
程
で
あ
る
」
と
し
て
、
多
元
主
義
者
が
取
り

が
ち
な
「
一
」
な
る
究
極
的
実
在
に
最
終
的
に
収
斂
し
て
い
く
立
場
と
自
己
の
見
解
を
峻
別
し
て
い
る
。
本
論
考
で
は
、
宗
教
多
元
主
義
そ
の
も

の
の
分
析
を
対
象
と
は
し
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
、
ヒ
ッ
ク
の
議
論
を
中
心
に
据
え
、
多
元
主
義
を
取
り
扱
い
た
い
。

明治キリスト教と宗教多元主義の諸問題
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（
６
）A

lan
R
ace,C

hristians
and

R
eligious

P
luralism

,P
atterns

in
the

C
hristian

T
heology

of
R
eligions,N

ew
Y
ork:O

rbis

B
ooks,1983.

（
７
）Ibid.,pp.11.

（
８
）
Ｄ.

ゼ
レ
（
堀
光
雄
訳
）『
内
面
へ
の
旅
―
宗
教
的
経
験
に
つ
い
て
』
新
教
出
版
社
、
一
九
八
三
年
、
一
九
三
頁
。
バ
ル
ト
を
排
他
的
と
み
な
す
批

判
と
し
て
、
ゼ
レ
の
次
の
よ
う
な
言
い
方
が
代
表
的
で
あ
ろ
う
。「
神
学
は
長
い
間
、
宗
教
を
ま
じ
め
に
考
え
る
こ
と
、
宗
教
的
要
求
を
言
い
表

わ
し
、
受
け
と
め
る
こ
と
を
怠
っ
て
き
た
。
ま
さ
に
、
教
会
と
伝
統
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場
に
立
っ
た
進
歩
的
神
学
者
は
、
こ
の
要
求
を
理
解

さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
理
解
し
よ
う
と
す
る
人
が
自
分
自
身
の
内
に
再
び
見
出
す
こ
と
の
で
き
る
何
か
あ
る
も
の
と
、
そ
の
要
求
と
を
結
び
つ
け

る
こ
と
を
、
怠
っ
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
な
る
ほ
ど
神
学
に
つ
い
て
は
語
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
宗
教
に
つ
い
て
は
沈
黙
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ

の
多
く
の
者
は
い
ま
だ
に
、
宗
教
を
た
だ
人
間
的
な
る
も
の
と
呪
詛
し
、
宗
教
を
啓
示
に
基
づ
く
信
仰
と
根
本
的
に
区
別
す
る
と
い
う
、
カ
ー

ル
・
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
区
別
に
あ
ま
り
に
も
強
く
呪
縛
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
」。

（
９
）K

.B
arth,D

ie
K
irchliche

D
ogm

atik
I/2.Z

urich,1948
S.327.

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
（
吉
永
正
義
訳
）『
教
会
教
義
学
・
神
の
言
葉
Ⅱ
／
２
―
―

神
の
啓
示
（
下
）』
新
教
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
一
八
四
頁
。

（
10
）A

lan
R
ace,C

hristians
and

R
eligious

P
luralism

,P
atterns

in
the

C
hristian

T
heology

of
R
eligions,N

ew
Y
ork:O

rbis

B
ooks,1983,pp.38.

（
11
）
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
「
知
ら
れ
ざ
る
キ
リ
ス
ト
者
」、『
神
学
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
』
５
号
、
上
智
大
学
神
学
会
、
一
九
六
六
年
、
一
〇
―
一
七
頁
。
高

柳
俊
一
「『
諸
宗
教
の
神
学
』
の
形
成
と
展
開
―
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
を
中
心
に
し
て
」、『
カ
ー
ル
・
ラ
ー
ナ
ー
研
究
』
南
窓
社
、
一
九
九
三
年
、

一
二
〇
―
一
四
五
頁
。

（
12
）
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
（
間
瀬
啓
允
訳
）『
宗
教
多
元
主
義
―
宗
教
理
解
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
―
』
法
蔵
館
、
一
九
九
〇
年
、
六
九
頁
。

（
13
）
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
（
間
瀬
啓
允
訳
）『
神
は
多
く
の
名
前
を
も
つ
―
新
し
い
宗
教
多
元
論
―
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
、
一
〇
三
頁
。

（
14
）（
12
）
に
同
じ
、
七
〇
頁
。

（
15
）
ジ
ョ
ン
・
ヒ
ッ
ク
、
Ｐ
・
Ｆ
・
ニ
ッ
タ
ー
編
（
八
木
誠
一
・
樋
口
恵
訳
）『
キ
リ
ス
ト
教
の
絶
対
性
を
超
え
て

―
宗
教
的
多
元
主
義
の
神
学
』

春
秋
社
、
一
九
九
三
年
。

（
16
）G
avin

D

’C
osta,C

hristian
U
niqueness

R
econsidered.T

he
M

yth
of

a
P
luralistic

T
heology

of
R
eligions,N

ew
Y
ork:O

rbis

B
ooks,1990.

Ｇ
・
デ
コ
ス
タ
編
（
森
本
あ
ん
り
訳
）『
キ
リ
ス
ト
教
は
他
宗
教
を
ど
う
考
え
る
か
―
ポ
ス
ト
多
元
主
義
の
宗
教
と
神
学
』
教
文

館
、
一
九
九
七
年
。
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（
17
）
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
記
述
に
関
し
て
は
、
次
の
文
献
を
参
考
に
し
た
。
デ
ー
ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｂ
・
パ
ー
ク
（
紺
野
義
継
訳
）『
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
思
想
の

歴
史
』
ア
ポ
ロ
ン
社
、
一
九
七
八
年
、E

arl
M

orse
W

ilbur,A
history

of
U
nitarianism

in
T
ransylvania,E

ngland
and

A
m
erica,

H
arvard

U
niversity

P
ress,1952.

（
18
）
Ｂ
・
ス
ミ
ス
（
松
代
恵
美
訳
）『
異
端
に
つ
い
て
』
い
の
ち
の
こ
と
ば
社
、
一
九
七
一
年
、
一
六
一
―
六
二
頁
。

（
19
）
本
稿
で
は
若
山
儀
一
訳
『
百
科
全
書
洋
教
宗
派
』
の
名
で
一
八
七
六
年
に
文
部
省
よ
り
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
参
考
に
し
た
の
は
、
一
八
八
四

―
五
年
刊
『
百
巻
全
書
』
下
巻
（
丸
善
商
社
出
版
）
の
「
洋
教
宗
派
」
で
あ
る
。

（
20
）
ア
メ
リ
カ
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
来
歴
に
関
し
て
は
次
の
文
献
を
参
照
し
た
。D

av
id

R
ob

in
son

,T
he

U
nitarians

and
the

U
niversalists,

W
estp

ort,
C
on

n
.：

G
reen

w
ood

P
ress,1985.

（
21
）Sydney

E
.A

hlstrom
and

J.S.C
arey,A

n
A
m
erican

R
eform

ation,San
F
rancisco:International

Scholars
P
ublications,1998.

（
22
）
ち
な
み
に
、
自
由
宗
教
協
会
と
対
立
し
た
米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
も
、
一
八
九
四
年
（
明
治
二
七
）
に
和
解
す
る
。
一
八
七
〇
年
代
後
半
に
は
、

米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
も
や
や
ラ
デ
ィ
カ
ル
派
よ
り
に
傾
い
た
が
、
こ
れ
以
後
、
穏
健
・
保
守
の
立
場
が
大
勢
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

な
お
、
米
国
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
は
、
一
九
六
一
年
に
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
リ
ス
ト
教
派
と
合
併
し
、
現
在
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
・
ユ
ニ
ヴ
ァ
ー
サ
リ
ス

ト
協
会
（T

he
U
nitarian

U
niversalist

A
ssociation

）
と
な
っ
て
い
る
。

（
23
）
福
澤
諭
吉
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
土
屋
博
政
『
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
福
沢
諭
吉
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
で

詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
24
）
矢
野
文
雄
に
関
す
る
先
行
研
究
に
は
主
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
鳶
木
能
雄
「
明
治
期
社
会
主
義
の
一
考
察
―
矢
野
文
雄
と
「
新
社
会
」
―
」、

『
三
田
学
会
雑
誌
』
八
六
。
矢
野
と
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
白
井
尭
子
『
福
沢
諭
吉
と
宣
教
師
た
ち
』（
未
来
社
、
一
九
九
九
年
）

お
よ
び
土
屋
博
政
「
ア
ー
サ
ー
・
ナ
ッ
プ
と
日
本
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
始
ま
り
」、『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀
要
　
英
語
英
米
文
学
』

三
五
号
（
一
九
九
九
）
で
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
25
）
小
栗
又
一
編
『
龍
渓
矢
野
文
雄
君
伝
』
春
陽
堂
、
一
九
三
〇
年
。
明
治
一
九
年
四
月
、
ロ
ン
ド
ン
在
住
中
に
執
筆
し
た
『
周
遊
雑
記
』
の
上
巻
は
、

同
年
六
月
に
報
知
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
同
年
八
月
に
帰
国
す
る
と
、
矢
野
は
、
引
き
続
き
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
一
面
に
「
周
遊
雑
記
　
下
」

〈
宗
教
道
徳
の
部
〉
を
掲
載
し
、
西
欧
諸
国
の
道
徳
や
宗
教
に
関
す
る
論
説
を
発
表
し
た
。
西
洋
諸
国
の
諸
制
度
文
物
、
民
情
風
俗
、
道
徳
、
宗

教
、
文
学
、
教
育
を
総
合
的
に
紹
介
・
研
究
す
る
と
い
う
「
周
遊
雑
記
」
下
巻
の
構
想
は
、
結
局
実
現
し
な
か
っ
た
が
、「
宗
教
編
」
は
、『
郵
便

報
知
新
聞
』
明
治
一
九
年
九
月
二
一
日
か
ら
一
〇
月
九
日
ま
で
十
三
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ
ズ
ム
を
紹
介
し
、

さ
ら
に
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
を
日
本
の
国
教
に
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
の
も
、
こ
の
記
事
に
お
い
て
で
あ
る
。
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（
26
）
矢
野
文
雄
「
理
、
智
の
二
世
界
に
抵
触
せ
す
し
て
風
教
を
維
持
す
へ
き
教
派
あ
り
」、『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
八
八
六
年
一
〇
月
七
日
。

（
27
）
笠
原
一
男
編
『
日
本
宗
教
史
年
表
』、
一
九
七
四
年
、
二
三
八
頁
。
同
書
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
）
年
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派

の
信
徒
数
は
、
日
本
組
合
基
督
教
会
が
五
二
万
九
三
一
五
人
、
日
本
基
督
一
致
教
会
が
六
八
万
八
九
五
四
人
、
日
本
聖
公
会
が
四
九
万
三
〇
六

〇
人
、
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
系
が
八
三
万
五
八
七
九
人
、
バ
プ
テ
ス
ト
教
会
系
が
一
三
万
一
一
五
三
人
ま
で
増
加
し
て
い
る
。

（
28
）
三
宅
雪
嶺
『
同
時
代
史
』
岩
波
書
店
、
昭
和
二
五
年
、
二
九
〇
頁
。

（
29
）
植
村
正
久
「
矢
野
文
雄
外
山
正
一
両
氏
の
基
督
教
採
用
論
」、『
基
督
教
新
聞
』
一
七
〇
、
一
七
一
、
佐
波
亘
編
『
植
村
正
久
と
其
の
時
代
』
第

五
巻
（
一
九
三
八
年
、
教
文
館
）
所
収
、
四
九
―
五
〇
頁
。
矢
野
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
国
教
化
提
言
に
関
し
て
、
植
村
正
久
は
、
ユ
ニ
テ
リ
ア
ニ

ズ
ム
を
キ
リ
ス
ト
教
の
も
っ
と
も
改
良
さ
れ
た
新
し
い
も
の
で
あ
る
と
の
見
方
に
は
異
論
を
唱
え
、
宗
教
が
学
芸
と
異
な
っ
て
、
む
し
ろ
変
わ

ら
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
あ
る
と
応
じ
て
い
る
。

（
30
）
一
八
八
六
年
（
明
治
一
九
）
三
月
か
ら
日
本
基
督
一
致
教
会
と
日
本
組
合
基
督
教
会
が
合
同
し
て
、
外
国
人
宣
教
師
の
教
派
教
会
か
ら
自
給
独

立
す
る
運
動
を
展
開
し
た
が
、
教
派
間
の
思
惑
も
あ
り
、
翌
年
四
月
の
合
同
中
止
決
議
に
よ
り
失
敗
し
た
。

（
31
）
矢
野
は
こ
の
記
事
の
中
で
、
歴
訪
し
た
欧
州
諸
国
に
み
ら
れ
た
寺
院
僧
侶
と
執
政
者
の
争
い
、
英
国
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
の
不
和
な
ど
に
つ
い

て
述
懐
し
て
い
る
。

（
32
）
矢
野
文
雄
「
目
下
の
急
務
は
速
か
に
国
教
を
定
む
る
に
在
り
」、『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
八
八
六
年
一
〇
月
九
日
。

（
33
）
矢
野
文
雄
「
宗
教
の
改
良
の
次
第
、
道
徳
世
界
の
取
締
」、『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
八
八
六
年
九
月
二
六
日
。

（
34
）
右
に
同
じ
。

（
35
）
矢
野
文
雄
「
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
教
の
要
領
」、『
郵
便
報
知
新
聞
』
一
八
八
七
年
五
月
七
日
、
八
日
、
一
〇
日
。

（
36
）
右
に
同
じ
。

（
37
）
白
井
尭
子
『
福
沢
諭
吉
と
宣
教
師
た
ち
』
未
来
社
、
一
九
九
九
年
、
二
二
一
―
二
二
四
頁
。
当
初
米
国
の
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
協
会
も
宣
教
師
派
遣

に
は
消
極
的
だ
っ
た
が
、
日
本
が
正
統
派
の
宣
教
師
の
頑
迷
さ
に
辟
易
と
し
、
リ
ベ
ラ
ル
な
キ
リ
ス
ト
教
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
改
宗

目
的
で
は
な
く
、
異
教
徒
と
の
対
話
の
た
め
に
派
遣
が
決
定
さ
れ
た
。
ナ
ッ
プ
の
派
遣
は
、
宣
教
目
的
で
は
な
く
、
ま
ず
日
本
の
状
況
を
調
べ

る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
う
じ
け
　
の
り
お
・
委
嘱
研
究
員
）
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Liberal Religious Reformation in Japan: 
A Study of Pluralistic Theology in the Unitarian
Movement during the Meiji Era (1)

Norio Ujike

When John Hicks made public his theory of religious pluralism in the 1980s, it had

a major impact on European Christianity. Denying the idea of Christian uniqueness

(the place of Christian faith as the sole path to salvation), his works sparked debate

both for and against his theories. But Hick's ideas are not new. They can already be

seen more than a century ago among the Unitarians, who urged tolerance toward non-

Christians and were disdained by the Christians of more orthodox denominations. 

In this paper, I focus on the Unitarian movement in Meiji Era Japan and attempt to

clarify the ideas and concrete methods of their pluralistic theology. This case study

can help to clarify both the positive and negative aspects of religious pluralism. 

明治キリスト教と宗教多元主義の諸問題
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