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江
戸
時
代
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ

て
い
た
人
た
ち
の
こ
と
を
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
」
と
呼

ん
で
い
ま
し
た
。
一
六
一
四
年
、
江
戸
幕
府
の
徳
川

家
康
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
禁
止
し
ま
し
た
が
、
一
八

七
三
（
明
治
六
）
年
二
月
二
十
四
日
、
キ
リ
ス
ト
教

禁
止
の
高
札（
立
て
ふ
だ
）が
取
り
払
わ
れ
ま
し
た
。

つ
ま
り
、
今
か
ら
ち
ょ
う
ど
百
五
十
年
前
の
今
頃
、

キ
リ
ス
ト
教
の
禁
止
が
終
わ
っ
た
と
い
う
訳
で
す
。 

 

江
戸
時
代
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
人
た
ち
は
、
拷
問
さ

れ
た
り
、
殺
さ
れ
た
り
、
大
変
な
思
い
を
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
た
め
、
仏
教
徒
の
ふ
り
を
し
て
、
隠
れ

て
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
人
を「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」

と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。
私
も
君
た
ち
の
お
父
様
や
お

母
様
も
、
学
校
で
こ
の
言
葉
を
習
い
ま
し
た
。
多
分

知
っ
て
お
ら
れ
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。 

 

そ
の
頃
は
大
雑
把
に
、
「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」
と

い
う
言
葉
で
習
い
ま
し
た
が
、
今
は
、
「
潜
伏
キ
リ

シ
タ
ン
」
や
「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」
の
よ
う
に
、
二

種
類
の
言
葉
を
分
け
て
使
っ
て
い
ま
す
。 

 

ご
く
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
「
潜
伏
キ
リ
シ

タ
ン
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
、
密
か
に
カ
ト
リ

ッ
ク
の
教
え
を
信
じ
続
け
、
キ
リ
ス
ト
教
が
許
さ
れ

た
一
八
七
三
年
以
降
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
戻
っ

た
人
た
ち
の
こ
と
。
「
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
」
と
い
う

の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
許
さ
れ
た
後
も
、
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
に
戻
る
こ
と
が
な
く
、
自
分
た
ち
の
独
自
の

信
仰
を
続
け
た
人
た
ち
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。 

 

そ
う
言
え
ば
、
私
が
小
学
校
六
年
生
の
頃
は
、
江

戸
時
代
、
キ
リ
シ
タ
ン
か
ど
う
か
見
分
け
る
方
法
と

し
て
「
踏
み
絵
」
を
さ
せ
ら
れ
た
と
習
い
ま
し
た
。

こ
の
踏
み
絵
、
イ
エ
ス
様
や
マ
リ
ア
様
が
描
い
て
あ

る
絵
や
板
を
踏
ま
せ
る
こ
と
で
、
恐
れ
多
く
て
踏
め

な
い
と
い
う
人
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
と
判
断
さ
れ
捕
ま

り
ま
し
た
。
こ
の
踏
み
絵
も
、
今
は
「
絵
踏
み
＝
え

ぶ
み
・
え
ふ
み
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

絵
を
踏
む
行
為
を
「
絵
踏
み
」
、
踏
ま
れ
る
絵
の

方
を
「
踏
み
絵
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
何
だ
か
ゴ
チ

ヤ
ゴ
チ
ャ
し
て
い
ま
す
が
、
歴
史
の
用
語
っ
て
、
た

ま
に
変
わ
る
の
で
す
ね
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

長
崎
市
浦
上
地
区
の
キ
リ
シ
タ
ン
が
流
さ
れ
た
地

域
の
一
つ
だ
っ
た
、
奈
良
県
大
和
郡
山
市
の
築
約
百

年
の
古
民
家
の
、
天
井
近
く
の
隠
し
部
屋
の
よ
う
な

場
所
か
ら
、
火
鉢
の
よ
う
な
器
の
中
に
置
か
れ
て
い

た
石
像
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
の
石
像
は
約
十
三

セ
ン
チ
。
子
ど
も
を
抱
い
た
観
音
像
で
、
「
マ
リ
ア

観
音
」
の
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
今
調
べ

て
い
る
最
中
だ
と
、
二
月
六
日
の
読
売
新
聞
の
オ
ン

ラ
イ
ン
の
記
事
に
出
て
い
ま
し
た
。
潜
伏
キ
リ
シ
タ

ン
や
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
人
た
ち
は
、
観
音
像
の
背

中
を
開
け
る
と
、
十
字
架
が
出
て
き
た
り
す
る
仕
掛

け
の
あ
る
仏
像
を
「
マ
リ
ア
観
音
」
と
し
て
密
か
に

拝
ん
で
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
、
「
キ
リ
シ
タ
ン
魔

鏡
」
と
い
う
物
も
。 

青
銅
を
砂
の
型
に
流
し
込
ん
で
（
鋳
造
）
、
模
様

つ
き
の
銅
の
板
を
作
り
ま
す
。
模
様
と
反
対
の
面
を

削
っ
て
、
磨
い
て
鏡
に
し
た
も
の
を
「
銅
鏡
」
と
言

い
ま
す
。
そ
の
四
～
五
ミ
リ
の
銅
の
板
を
鉄
の
や
す

り
と
「
セ
ン
」
と
い
う
道
具
で
削
り
ま
す
。
一
ミ
リ

削
る
の
に
十
日
。
三
ミ
リ
削
る
の
に
一
か
月
か
か
り

ま
す
。
そ
の
後
炭
で
磨
い
て
二
～
三
か
月
か
け
て
完

成
。
鏡
の
面
を
削
る
と
き
、
や
す
り
の
圧
力
に
よ
っ

て
、
鏡
の
背
中
側
の
模
様
の
へ
っ
こ
み
部
分
は
、
下

方
に
押
さ
れ
て
も
「
逃
げ
」
が
あ
る
の
で
、
一
度
へ

こ
ん
で
元
に
戻
り
削
ら
れ
ま
せ
ん
。
逆
に
背
中
側
の

で
っ
ぱ
り
部
分
は
、鏡
面
か
ら
圧
力
を
か
け
る
と「
逃

げ
」
が
少
な
い
た
め
、
鏡
面
部
分
が
微
妙
に
削
ら
れ

ま
す
。
肉
眼
で
は
見
え
な
い
く
ら
い
の
微
妙
な
へ
こ

み
に
、
光
が
反
射
す
る
と
、
背
中
の
部
分
の
絵
が
浮

き
出
る
と
い
う
の
が
「
魔
鏡
」
の
原
理
で
す
。
（
子

ど
も
た
ち
に
は
、
図
を
描
い
て
説
明
し
ま
し
た
。
） 

 
 

十
字
架
や
イ
エ
ス
様
の
絵
の
銅
鏡
を
鋳
造
し
て
、

そ
れ
を
削
り
磨
く
。
十
字
架
や
イ
エ
ス
様
の
絵
の
部

分
（
鏡
の
背
中
側
）
に
他
の
絵
の
付
い
た
ふ
た
を
す

る
。
そ
の
鏡
に
光
を
当
て
て
壁
な
ど
に
映
す
と
、
さ

て
、
何
の
絵
が
映
る
か
も
う
、
お
分
か
り
で
す
ね
。 

実
物
を
見
た
く
な
り
ま
せ
ん
か
。
聖
公
会
の
仲
間

の
学
校
、
大
磯
の
ス
テ
パ
ノ
学
園
の
創
設
者
、
澤
田

美
喜
さ
ん
の
記
念
館
に
行
く
と
、
本
物
の
魔
鏡
や
マ

リ
ア
観
音
、
絵
踏
み
の
踏
み
絵
が
見
ら
れ
ま
す
。 

私
の
話
が
、
信
仰
を
守
り
続
け
て
こ
ら
れ
た
方
々

の
苦
労
に
、
思
い
を
寄
せ
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
有

難
い
で
す
。
（
立
教
小
学
校
校
長 

田
代 

正
行
） 


