
明
治
期
に
「
倫
邸
学
の
学
と
し
て
の
独
一
佐
」
を

佛
立
し
た
小
島
力
造
は
、
同
志
社
蕃
子
校
(
物
冶
八
什

九
Π
開
杖
の
第
一
回
の
入
釜
で
あ
っ
た
。

打

厳
密
に
い
ぇ
ば
開
校
一
番
の
入
学
生
は
元
良
(
杉

田
)
勇
次
郎
で
あ
り
、
繁
て
本
倒
重
股
、
一
函
晃

(
横
山
)
円
票
人
学
し
、
そ
の
後
上
野
讐
郎
、

中
島
力
造
が
入
学
し
た
。
彼
ら
は
明
治
八
如
の
入
学

者
で
あ
り
翌
年
(
明
治
九
乢
)
に
入
学
し
た
熊
本
バ
ン
ド

の
皆
卸
た
ち
ょ
り
早
く
伺
志
村
熟
子
椴
に
入
学
し
て

い
た
こ
と
か
ら
第
一
同
の
入
学
生
と
い
う
こ
と
に
な

つ
て
い
る
。
熊
本
バ
ン
ド
の
背
午
た
ち
を
含
め
て
同

士
掘
央
学
杖
の
第
一
回
の
卒
業
生
は
一
五
名
で

そ
の
卒
業
式
は
一
八
七
九
(
吻
冶
三
)
作
の
六
月
三

H
で
あ
っ
た
。
卒
業
生
は
海
老
名
弾
正
、
小
崎
弘
道
、

寓
川
経
鄭
、
横
井
時
朧
な
ど
熊
本
バ
ン
ド
の
青
年
た

ち
で
、
元
良
勇
次
郎
や
中
,
島
力
造
の
名
前
は
な
い
。

兀
良
も
中
・
島
も
中
途
で
退
学
し
て
い
る
。
元
良
に

つ
い
て
は
『
同
志
社
時
蝦
」
こ
九
八
八
す
八
h
号
)
に
記

幟
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
中
島
に
つ
い
て
ふ

)し

れ
九
い
。
中
島
が
同
志
社
蒸
子
校
に
入
学
し
た
の
は
、

新
'
烏
襄
の
勧
め
に
ょ
る
。
新
島
と
ど
の
よ
う
な
経
紳

で
出
会
っ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
中
島
は
「
私

は
京
都
で
新
島
先
生
に
御
同
に
懸
か
っ
た
の
で
、
そ

れ
か
ら
同
志
社
に
来
る
事
に
な
っ
た
し
と
の
べ
て
お

り
、
ま
た
、
「
好
い
学
校
が
あ
っ
た
ら
行
き
た
い
と
思

ー
じ
と

つ
て
居
た
と
き
、
丁
度
、
同
志
社
が
創
っ
た
の
で
虐

ぐ
行
く
事
に
し
た
」
と
も
語
っ
て
い
る
。

中
島
が
同
志
社
で
学
び
た
か
っ
た
こ
と
は
、
哲
学

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
熊
本
バ
ン
ド
の
青
年
た
ち
の

多
く
は
、
基
督
教
に
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
神

学
を
恢
究
し
て
い
た
の
で
、
同
志
社
の
全
体
的
な
雰

囲
気
は
、
中
島
に
ょ
れ
ぱ
「
兎
角
宗
教
の
方
面
に
偏

つ
て
い
た
し
ょ
う
で
あ
る
。
中
島
は
、
「
宗
教
に
興
味

を
持
っ
て
居
ら
な
か
っ
た
故
」
に
、
こ
の
{
示
教
的
な

偏
り
が
、
気
に
入
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
彼
は
、

「
早
く
都
合
し
て
他
に
行
か
う
と
思
っ
て
居
た
し
と
の

べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
基
督
教
を
嫌
っ
て
い
た
は
ず
の
中
島

が
、
一
八
七
七
(
明
治
一
9
年
三
月
二
日
、
京
都
第

.
)
、二

公
会
同
郡
教
会
)
で
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ

は
新
鳥
の
導
き
に
ょ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
島
は
、

中
島
に
学
問
上
の
干
渉
は
し
な
か
っ
た
。
中
島
は
自

由
に
肖
ら
の
関
心
で
学
問
を
深
め
よ
う
と
し
た
。
そ

ん
な
中
島
に
新
島
は
、
教
会
に
だ
け
は
出
席
す
る
よ

う
に
と
絶
え
ず
勧
告
し
て
い
た
。
そ
れ
が
入
信
の
契

機
と
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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し
か
し
、
中
島
の
学
問
的
関
心
は
、
や
は
り
哲
学

に
あ
っ
た
。
新
島
は
、
中
島
の
心
境
を
察
し
て
か
、

彼
を
津
田
仙
の
学
農
社
に
教
師
と
し
て
送
り
だ
す
こ

と
に
し
た
。
一
八
七
八
(
明
治
一
こ
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
。
中
島
は
「
新
島
先
生
の
推
薦
で
或
る
学
校
の
教

師
と
な
っ
た
の
で
退
学
し
た
し
と
語
っ
て
い
る
。

そ
の
後
中
島
は
一
 
0
年
に
及
ぶ
留
学
生
活
を
経

て
文
科
大
学
の
教
授
と
な
り
わ
が
国
に
お
け
る
倫
理

学
の
先
登
と
し
て
明
治
期
の
学
術
の
発
展
に
大
き
く

貢
献
し
て
い
る
。
新
島
の
薫
陶
を
受
け
つ
?
中
途

で
同
志
社
を
去
っ
た
人
た
ち
の
な
か
に
、
わ
が
国
の

学
術
研
究
に
先
駆
者
と
し
て
貢
献
し
た
人
た
ち
が
い

る
。
心
理
学
の
松
本
亦
太
郎
や
動
物
学
の
五
島
清
太

郎
は
、
そ
の
代
表
的
な
人
た
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た

学
術
上
の
泰
斗
が
、
草
創
期
の
同
志
社
を
通
過
し
て

い
る
こ
と
を
み
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
。

率
先
し
て
斬
髪
を
断
行
し
た
り
、
生
絲
の
製
法
に
関

し
て
改
良
を
講
じ
た
り
、
私
財
を
投
じ
て
河
川
の
改

修
な
ど
公
共
事
業
に
つ
く
し
た
り
、
新
し
い
文
明
を

積
極
的
に
摂
取
す
る
よ
う
に
青
年
を
励
ま
す
な
ど
し

て
、
時
代
の
先
頭
を
歩
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。
長

異
力
造
に
も
、
ま
ず
「
西
洋
の
文
物
学
芸
を
研
究

せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
で
、
早
く
か
ら
神

戸
に
送
り
だ
し
、
英
学
西
洋
思
督
ふ
れ
さ
せ
よ

う
と
し
た
。
神
戸
時
代
、
中
島
は
ま
さ
に
英
学
に
専

念
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ

る
。
中
島
は
「
よ
き
学
校
が
あ
っ
た
ら
入
学
し
た
い
し

と
願
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
神
戸
で
は
、
個
人
的
に
誰

か
に
師
事
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
八
七
五
萌
治
△
年
三
月
に
同
志
社
英
学
校

が
開
校
さ
れ
る
と
同
時
に
第
一
回
の
入
学
生
と
し
て

入
学
し
た
中
島
は
そ
れ
以
前
に
新
島
襄
と
京
都
で

出
会
っ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
「
京
都
で
新
島
先

生
に
御
目
に
懸
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
か
ら
同
志
社
に

来
る
事
に
な
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
新
島
は
中
島

と
出
会
っ
た
と
き
英
学
校
設
立
の
計
画
を
語
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
中
島
は
「
西
洋
の
学
問
を
す
る
つ
も
り

な
ら
ば
、
そ
の
学
校
(
同
志
社
)
に
入
っ
て
勉
強
し
て

は
ど
う
か
し
と
新
島
に
勧
め
ら
れ
た
。
上
京
す
る
つ

も
り
で
い
た
中
島
は
、
新
島
の
勧
め
に
従
っ
て
同
志

中
島
力
造
は
一
八
五
八
安
政
五
年
一
月
八
日

に
中
島
勘
右
衛
門
の
長
男
と
し
て
丹
波
国
天
田
郡
福

知
山
町
(
京
都
府
下
に
生
れ
た
。
幼
少
期
、
藩
立
惇
明

館
に
て
漢
学
を
修
業
し
、
さ
ら
に
神
戸
に
出
向
き
洋

学
の
修
業
を
志
ざ
し
た
。
中
島
の
父
勘
右
衛
門
は
、

社
に
入
学
し
た
。

中
島
に
ょ
れ
ぱ
開
校
当
時
、
「
教
師
は
デ
ビ
ス
先
生

と
新
島
先
生
の
二
人
が
主
で
、
其
他
日
本
人
の
先
生

二
名
居
っ
た
し
ょ
う
だ
。
中
島
は
、
新
島
か

が

、

ら
代
数
と
物
理
を
習
っ
た
。
バ
イ
プ
ル
の
講
義
は
、

新
島
の
家
で
朝
早
く
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
他
は
書

物
を
勝
手
に
読
む
と
い
う
こ
と
で
自
学
自
習
の
形
態

を
と
っ
て
い
た
。
中
島
は
歴
史
や
哲
学
の
書
物
を
新

島
や
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
か
ら
借
り
て
読
ん
で
い
た
。
新
島

は
中
島
ら
に
読
む
べ
き
書
物
を
紹
介
し
、
貸
出
し
て

い
た
。
中
島
は
新
島
か
ら
へ
ブ
ン
の
心
理
学
を
習
い
、

後
に
ラ
ー
ネ
ッ
ド
か
ら
地
質
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
ほ

か
の
時
間
は
、
ほ
と
ん
ど
読
書
三
昧
で
あ
っ
た
。
と

り
わ
け
中
島
は
、
 
J
 
・
 
S
 
・
ミ
ル
の
哲
学
皇
凹
に
傾
倒

し
、
そ
の
自
由
論
に
は
特
に
関
心
を
示
し
て
い
た
。

ミ
ル
の
哲
学
に
関
し
て
は
、
新
島
と
激
論
し
、
新
島

を
困
ら
せ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

中
島
は
福
知
山
の
出
身
で
あ
り
、
神
戸
に
出
る
と

き
三
田
に
一
泊
す
る
習
い
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
三

田
出
身
の
元
良
と
は
出
身
地
の
話
を
縁
に
懇
意
に
付

き
合
う
よ
う
に
な
り
、
そ
の
交
際
は
、
学
農
社
時
代

か
ら
東
京
大
学
の
教
授
時
代
を
通
し
て
終
生
た
え
る

こ
と
が
な
か
っ
た
。

中
島
は
、
元
良
と
同
様
に
新
島
を
し
ば
し
ば
厳
し

⇔
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い
質
問
で
困
惑
さ
せ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
新
島
に
対

す
る
信
頼
は
厚
く
、
新
島
か
ら
多
く
を
学
ん
で
い
た
0

ま
た
、
日
本
の
将
来
に
つ
い
て
、
宗
教
に
つ
い
て
親

し
く
語
り
合
う
こ
と
も
あ
り
、
嗣
訳
な
ど
の
手
ほ
ど

き
も
受
け
て
い
た
。
さ
ら
に
中
島
は
新
島
の
理
解
者

で
も
あ
っ
た
。
中
島
に
ょ
れ
ば
、
新
島
に
対
し
て
不

満
を
も
つ
者
は
随
分
と
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
新

島
は
外
国
人
(
宣
教
師
)
と
日
本
人
(
熊
本
バ
ン
ド
)

と
の
双
方
か
ら
の
不
満
の
間
に
在
っ
て
、
つ
ね
に
そ

の
調
整
と
打
開
に
つ
と
め
て
い
た
。
こ
れ
を
中
島
は

外
国
人
と
日
本
人
と
の
間
に
在
っ
て
、
困
難
に
打
ち

勝
っ
た
の
は
、
「
誠
に
先
生
の
偉
い
所
で
あ
っ
て
、
始

め
て
此
の
事
業
の
緒
口
は
先
生
に
ょ
っ
て
開
か
れ
た

の
で
あ
る
し
と
語
っ
て
い
る
。
新
島
は
、
中
島
の
学

究
的
な
意
欲
と
そ
の
態
度
を
高
く
評
価
し
、
ま
た
、

学
力
面
で
の
す
ば
ら
し
さ
も
認
め
て
い
た
。

そ
こ
で
新
島
は
、
一
八
七
八
(
明
治
一
こ
年
に
津
田

仙
か
ら
学
農
社
の
教
師
に
誰
か
を
推
薦
し
て
ほ
し
い

と
依
頼
さ
れ
た
と
き
、
ま
ず
中
島
を
推
挙
し
た
。
中

島
は
新
島
の
推
薦
に
よ
り
同
志
社
英
学
校
を
中
退

し
、
上
京
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

津
田
仙
は
、
新
島
と
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と

か
ら
長
子
元
親
次
男
次
郎
の
教
育
を
同
志
社
の
新

島
に
託
し
、
同
志
社
で
育
成
さ
れ
た
青
年
た
ち
を
学

農
社
の
協
力
者
と
し
て
迎
え
入
れ
よ
う
と
し
て
い

た
。
中
島
に
続
い
て
元
良
や
岡
田
松
生
も
学
農
社
に

迎
え
ら
れ
た
。

中
島
は
学
農
社
で
教
鞭
を
と
り
つ
っ
さ
ら
に
学
修

の
た
め
留
学
を
志
し
て
い
た
。
し
か
し
父
勘
右
衛
門

の
事
業
が
財
政
的
に
困
難
な
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
か

ら
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
津
田
仙
は
、
中
島

の
胸
中
を
察
し
子
息
の
洋
行
に
中
島
を
同
行
さ
せ
る

こ
と
に
し
、
そ
の
費
用
を
給
与
し
た
。
中
島
の
米
国

留
学
は
、
こ
う
し
た
経
緯
で
実
現
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の
と
き
勝
海
舟
も
中
島
に
「
困
る
事
が
あ
っ
た
ら

何
時
で
も
言
っ
て
来
い
」
と
励
ま
し
て
い
る
。

一
八
八
0
(
明
治
二
己
年
に
オ
ハ
イ
オ
州
ウ
エ
ス
タ

ン
.
レ
ゾ
ル
ス
ア
カ
デ
ミ
ー
に
入
学
し
た
中
島
は
、

一
八
八
四
(
明
治
一
七
)
年
に
同
校
を
卒
業
し
、
さ
ら
に

イ
エ
ー
ル
大
学
の
神
学
科
に
進
み
、
同
校
を

七
(
明
治
 
9
年
に
卒
業
し
た
。
そ
の
翌
年
に
は
同
校

の
哲
学
科
に
て
ポ
ー
タ
ー
教
授
に
師
事
し
哲
学
、
倫

理
学
を
学
び
、
「
カ
ン
ト
の
芽
ヨ
如
1
三
1
二
m
ゆ
一
{
L
 
と
題

す
る
論
文
を
提
出
し
て
哲
学
博
士
の
学
位
を
取
得
し

た
。
中
島
は
、
短
期
間
で
は
あ
っ
た
が
イ
エ
ー
ル
大

学
の
哲
学
史
の
講
師
と
な
り
講
義
を
担
当
し
た
。
一

ハ
ハ
九
(
明
治
三
一
)
年
に
は
英
独
両
国
に
学
び
、
翌
年

の
明
治
二
三
年
六
月
に
、
-
0
年
に
及
ぶ
海
外
生
活

を
終
え
て
帰
国
し
た
。
ド
イ
ツ
に
滞
在
中
、
中
島
は

井
上
哲
次
郎
と
始
め
て
逢
っ
た
。

帰
国
し
た
中
島
は
、
そ
の
年
、
第
二
局
等
学
校
の

教
授
と
な
り
、
ま
た
九
月
か
ら
文
科
大
学
で
倫
理
学

を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
九
二
(
明
治
五

年
に
は
文
科
大
学
の
教
授
と
な
り
、
そ
の
翌
年
よ
り

「
心
理
学
.
倫
理
学
・
論
理
学
L
 
の
第
二
講
座
(
倫
理

学
)
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
中
島
は
こ
の
講

座
の
初
代
の
教
授
と
し
て
一
九
一
八
(
大
正
七
)
年
ま

で
担
当
し
、
東
京
大
学
の
倫
理
学
講
座
の
創
設
と
基

同志社英学校時代(明治10年頃)
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礎
形
成
に
尽
力
し
、
倫
理
学
の
¥
と
し
て
の
独
立

性
L
 
を
碓
"
し
た
。

中
島
は
、
留
学
中
、
「
英
国
新
カ
ン
ト
学
派
L
の
思

制
一
、
と
り
わ
け
T
 
.
 
H
 
・
グ
リ
ー
ン
の
「
自
我
{
夫
牙

説
L
 
に
関
心
を
も
ち
、
帰
国
後
、
こ
の
絹
y
と
わ
が

国
の
倫
理
学
界
に
導
入
し
た
。
中
島
に
ょ
れ
ぱ
英
国

新
カ
ン
ト
学
派
の
思
誓
「
要
す
る
に
カ
ン
ト
の
哲

学
を
へ
ー
ゲ
ル
の
眼
を
以
磊
ん
だ
も
の
、
ヘ
ー
ゲ

ル
の
立
脚
点
か
ら
カ
ン
ト
の
足
ら
ざ
る
所
を
補
ひ
、

説
明
せ
ん
と
し
た
も
の
」
(
,
枕
近
倫
則
工
附
録
)
で
あ

る
。

桑
木
嚴
翼
に
ょ
れ
ば
「
元
来
倫
理
は
其
ま
で
は
副

話
の
み
で
あ
っ
て
、
主
と
し
て
漢
学
の
先
生
が
鷲
、
圓

の
文
司
な
ど
を
題
同
と
し
て
特
別
の
倫
器
堂
に
お

い
て
一
蔽
に
講
ぜ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
が
、
明

治
二
0
年
代
に
至
り
、
二
裟
学
」
と
し
て
べ
ン
サ
ム

や
ミ
ル
の
功
利
主
奨
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
な
ど

の
思
想
が
肴
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
大
中
島
に
ょ

る
英
同
新
カ
ン
ト
学
派
の
導
入
は
、
功
利
永
義
の
倫

理
学
に
対
し
理
想
主
義
の
倫
理
学
を
も
っ
て
倫
理
学

研
究
を
拡
充
し
よ
う
点
働
し
た
も
の
で
あ
り
、
わオ

が
国
の
倫
理
学
佃
究
を
一
段
と
学
究
的
な
も
の
に
し

た
。
桑
木
は
、
中
島
に
ょ
っ
て
、
学
究
的
な
倫
理
学

研
究
が
始
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
し
て
ぃ

る
。
な
お
「
道
義
学
L
 
を
「
倫
理
学
」
と
改
め
た
の

は
井
上
哲
次
郎
で
あ
る
。

中
島
は
、
 
T
 
・
 
H
・
グ
リ
ー
ン
の
「
自
我
実
現
説
」

に
基
づ
く
倫
理
学
だ
け
で
な
く
、
 
J
.
デ
ュ
ー
イ
の

倫
理
説
や
H
・
シ
、
ジ
ウ
ィ
ク
の
倫
理
思
想
を
日
本
に

は
じ
め
て
紹
介
し
て
い
る
。
井
上
哲
次
郎
は
「
中
鳥

博
士
は
西
洋
の
倫
理
学
説
を
忠
実
に
紹
介
し
講
述
す

る
に
つ
と
め
ら
れ
た
」
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
「
元
良
博
士
は
何
か
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る

こ
と
気
中
し
て
居
ら
れ
た
し
ょ
う
で
あ
る
。
中
島

も
西
洋
倫
理
思
想
の
紹
介
だ
け
に
終
わ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
「
中
島
は
、
古
今
の
倫
理
学
説
を
探
究
し
て

問
題
を
取
り
出
そ
う
と
す
る
『
歴
史
的
方
法
』
、
個
人

精
神
に
お
け
る
道
徳
現
象
を
硫
か
め
る
『
、
心
理
学
的

方
法
』
、
制
度
・
慣
習
の
変
遷
差
異
を
問
う
『
社
会
学

的
方
法
』
の
三
っ
を
あ
げ
、
こ
れ
ら
を
帰
納
力
的
態

度
で
糧
す
る
科
学
的
倫
理
学
を
展
開
し
た
」
(
,
棗

人
Υ
丙
咋
央
部
局
史
と
指
摘
さ
れ
て
ぃ
る
よ
う
に

倫
理
学
の
科
学
的
研
究
の
開
拓
に
大
き
く
貢
献
し
て

い
る
。
し
か
し
、
何
よ
り
も
中
島
の
功
績
は
 
T

.

H
 
.
グ
リ
ー
ン
の
「
自
我
実
現
説
L
 
に
基
づ
い
て
人

ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
'

格
主
義
理
想
主
義
の
倫
理
思
想
を
提
唱
し
、
「
人
格
L

の
概
念
を
わ
が
国
に
普
及
さ
せ
た
こ
と
で
あ
り
、
前

述
の
よ
う
に
「
倫
理
学
の
学
と
し
て
の
独
立
性
を

硫
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。

国

文
科
大
学
の
創
成
期
に
お
い
て
倫
理
学
の
確
立
に

尽
力
し
、
多
く
の
門
下
生
を
燕
陶
す
る
と
と
も
に
、

わ
が
国
の
学
術
上
の
開
拓
に
貢
献
し
た
中
島
は
、
井

上
に
ょ
れ
ぱ
「
平
和
温
柔
の
人
で
、
あ
ま
り
議
論
な

ど
し
て
人
と
争
ふ
ょ
う
な
こ
と
は
し
な
か
っ
た
」
よ

う
で
あ
る
。
門
下
生
、
藤
井
章
に
ょ
れ
ば
、
学
生
に

対
し
て
も
、
い
つ
も
「
何
某
さ
ん
」
と
呼
ん
で
ぃ
た

)し

こ
の
呼
び
方
に
は
「
何
と
な
く
軟
か
味
と
温
か
味
L

が
あ
り
、
中
島
の
温
和
な
性
格
が
表
出
さ
れ
て
ぃ
た
。

藤
井
は
、
こ
う
し
た
中
島
を
「
学
徳
共
に
具
現
せ
る

師
」
で
あ
り
「
全
く
慈
父
に
接
す
る
様
で
も
あ
っ
た
し

と
回
顧
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
温
和
な
性
格
か
ら
か
中
島
は
、
井
上
哲

次
郎
と
対
立
す
る
こ
と
を
避
け
て
い
た
。
中
島
が
教

授
経
任
し
た
こ
ろ
、
内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
を
契

機
に
井
上
の
キ
リ
ス
ト
教
攻
繋
は
じ
ま
っ
て
ぃ

た
。
こ
の
井
上
の
キ
リ
ス
ト
教
攻
撃
は
、
同
志
社
を

四



菖
県
と
す
る
元
良
や
中
島
の
立
場
を
微
妙
な
も
の
に

し
た
。
元
良
は
大
西
祝
と
井
上
に
反
論
し
、
中
島
は

内
村
の
相
談
役
を
引
き
妥
け
て
い
た
。
だ
が
、
 
P
島

は
内
村
の
相
談
に
十
分
に
応
え
て
い
な
い
。
井
ヒ
に

)
0

し

対
す
る
気
づ
か
い
か
ら
か
中
島
は
、
自
ら
の
見
解
を

鮮
明
に
し
な
か
っ
た
。
井
上
、
元
良
、
中
島
は
、
文

科
大
学
を
明
治
期
か
ら
大
正
の
初
期
ま
で
協
力
し
て

支
え
て
き
た
。
と
く
に
三
者
共
同
で
一
九
三
露

W
)
年
に
『
哲
讐
釜
』
を
執
筆
、
出
版
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
で
、
中
島
は
か
な
り
井
上
に
恊
調
し
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

だ
が
、
同
士
鞍
と
の
関
係
が
稀
鯨
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。
元
良
や
中
鳥
か
ら
指
導
を
受
け
た
和
田
淋

張
、
一
九
0
0
(
明
治
三
己
年
に
同
志
社
の
教
授
と

し
て
着
任
し
、
同
志
社
の
教
育
に
献
身
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
こ
の
人
事
は
、
黒
社
の
要
雫
中
県

不
田
を
推
挙
し
た
こ
と
に
ょ
る
。
中
島
は
同
志
社
の

教
育
を
支
援
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
彼
は
、
同
志
社

の
初
期
の
卒
業
生
た
ち
と
の
交
際
を
絶
た
な
か
っ

参
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又
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『
丁
酉
倫
理
会
倫
需
演
梁
、
一
九
八
号
(
大
圧
八
年
)

四
=
六
号
(
昭
和
一
四
年
)

『
廼
了
緋
法
L
 
三
八
四
号
(
大
正
八
年
)

『
暫
学
研
究
」
三
吾
X
大
正
八
年
)

『
条
京
人
挙
昂
史
」
(
部
局
史
こ

『
元
良
"
士
と
現
代
の
心
理
学
」
(
六
正
二
年
)

志
社
出
身
の
轟
の
一
人
な
り
、
忌
と
は
故
大
西

祝
氏
故
元
良
先
生
及
び
中
島
氏
な
り
。
」
と
の
べ
「
遂

に
今
や
第
三
角
崩
れ
た
り
し
と
中
島
の
逝
去
を
悼
み
、

ま
た
「
余
は
故
人
が
六
卜
一
年
の
充
実
せ
る
生
活
を

完
了
し
て
神
の
御
座
に
至
り
た
る
を
大
い
に
光
栄
と

し
て
こ
れ
を
神
に
謝
し
張
十
ら
ん
と
す
し
の
べ
て
い
る
。

葬
儀
は
二
四
日
、
基
督
教
の
儀
式
の
下
に
青
山
の
斎

場
で
執
行
さ
れ
た
。

中
島
は
一
九
0
0
(
明
治
三
一
己
年
に
文
学
博
士
の
学

位
を
授
け
て
お
り
、
『
娩
近
倫
理
学
畿
ご
(
明
治
二
九
仔
)

を
は
じ
め
三
四
冊
の
一
喜
を
公
刊
し
、
ま
た
多
く
の

教
科
嵜
男
と
校
閲
し
執
筆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
中
島

は
明
治
三
八
年
に
「
電
思
=
」
を
創
設
し
た
。
こ
れ

は
「
西
洋
の
倫
理
学
の
新
薯
を
蟹
乢
し
批
判
す
る
こ

と
し
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
多
く
の

学
生
を
啓
発
し
た
。
哲
学
会
丁
酉
倫
理
学
会
な
ど

に
も
熱
心
で
わ
が
国
の
学
会
活
動
の
鞭
形
成
に

も
貢
献
し
て
い
る
。
弟
子
の
藤
井
健
治
郎
は
、
*
島

の
学
風
を
「
『
徐
々
に
而
か
も
髪
」
に
岡
題
の
核
心

に
接
近
し
、
之
を
闡
明
す
る
を
期
し
た
る
が
如
し
し

と
評
し
て
い
る
。
中
島
は
、
そ
の
た
め
に
明
治
か
ら

大
正
に
か
け
て
、
ま
さ
に
学
術
の
'
牛
に
し
て
広

大
な
る
基
礎
」
の
形
成
に
尽
力
し
て
、
そ
の
生
涯
を

と
じ
た
と
い
え
よ
う
。

露
t
¥
需
教
授
)

一
九
一
八
(
大
π
七
)
年
三
月
一
三
Π
、
中
島
は

流
行
性
威
省
国
を
こ
じ
ら
せ
、
享
年
五
九
歳
で
こ
の
世

を
去
っ
た
。
中
島
の
納
棺
の
式
を
司
っ
た
の
は
綱
島

佳
吉
牧
師
で
あ
っ
た
。
綱
島
は
「
中
島
氏
は
一
齢
同

た
0




