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基調論文 アジアの新文化創建と統一思想

ア
ジ
ア
の
各
国
か
ら
集
ま
っ
た
諸
教
授
、
学
者
の
方
々
、
そ
し
て
紳
士
淑
女

の
皆
様
。
第
五
回
の
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
再
び
お
会

い
で
き
ま
し
て
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
公
私
多
忙
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
多
く

の
方

々
が
参
席
し
て
く
だ

さ
っ
て
真
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
私
が
こ
の
時
間
発
表
し
よ
う
と
す
る
題
目
は

「
ア
ジ
ア
の
新
文
化
創

建
と
統

一
思
想
」
で

あ
り
ま
す
。

ご
承
知
の
よ
う
に
、
昨
年
の
第
四
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
は

「
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
と
統

一
思
想
」
で
あ
り
ま
し
た
。
ア
ジ

ア
共
同
体
が
い
っ
た
ん
成
立
し
得
る
と

い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
共
同
体
成
立
に
際
し
て
の
六
つ
の
部
門
の
役
割
、
す
な
わ

ち
政
治
、
経
済
、
教
育
、
芸
術
、
宗
教
、
哲
学
等
の
諸
部
門
の
役
割
に
つ
い
て
、
統

一
思
想
の
立
場
か
ら
討
論
し
合

っ
た
と
記
憶
し

ま
す
。
そ
の
と
き
私
は
基
調
演
説
に
お
い
て
、
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
を
神
の
摂
理
と
い
う
観
点
で
自
分
の
意
見
を
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
今
回
の
主
題
は

「
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
と
宗
教
統

一
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
主
題
の
核
心
で
あ
る

「
ア
ジ
ア

共
同
体
構
想
」
を

「
ア
ジ
ア
新
文
化
の
創
建
」
と

い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
同
時
に
、
新
文
化
創
建
の
た
め
に
は
宗
教
相
互

間
の
協
力
や
価
値
観
の
統

一
な
ど
、
い
く

つ
か
の
克
服
す
べ
き
問
題
点
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
ら

の
問
題
点
に
対
す
る

統

一
思
想
の
立
場
か
ら
の
克
服
の
代
案
を
提
示
し
、
宗
教
統

一
お
よ
び
愛
に
関
す
る
統

一
思
想
の
見
解
を
紹
介
し
よ
う
と
思
う
の
で

あ
り
ま
す
。
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今
日
の
世
界
の
状
況

本
論
に
入
る
前
に
、
今
日
の
世
界
の
状
況
を
し
ば
ら
く
考
察
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ

っ
た
後
、
世
界

は
米
国
と

ソ
連
を
頂
点
と
し
自
由
と
共
産

の
両
大
陣
営
に
分
立
さ
れ
て
、
各
陣
営
ご
と
に
内
部
的
に
は
比
較
的
団
結
が
よ
く
行
わ
れ

て
き
ま
し
た
が
、

]
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
そ
の
団
結
が
瓦
解
し
は
じ
め
、
共
産
陣
営
は
中

ソ
の
分
裂
を
は
じ
め
と
し
て
国

ご
と
に
独
自
路
線
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
由
陣
営
も
国
家
間
の
利
害
関
係
が
食
い
違

い
、
各
々
自
国
の
国
家
利
益
追
求
を
優

先
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
分
裂
現
象
は
国
家
間
だ
け
で
な
く
、
宗
教
間
、
人
種
間
に
も
現
れ

、
先
進
国
と
後
進
国

間
に
も
出
現
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
の
次
元
の
分
裂
と
対
立
は
、
多
く
の
当
事
者
間
の
利
害
関
係
と
絡
み
合

い
、
国
際
的
に
社
会
的
に
い
ろ
い
ろ
な
摩
擦
、
対
立
、
紛
争
を
惹
き
起
こ
し
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
で
今
日
に
お
い
て
は
、
世
界
は
手
に
お
え
な
い
大
混
乱
に
陥

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
戦
争
、
テ
ロ
、
拉
致
、
破
壊
、
放
火
、

社
会
的
犯
罪
、
貧
富
の
格
差
、
不
正
、
腐
敗
、
社
会
的
不
条
理
、
道
徳
的
退
廃
、
麻
薬
中
毒
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
、
女
性

の
倫
落
、

　

 家
庭
的
崩
壊
等
が
全
世
界
を
覆

っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
文
明

(文
化
)
的
側
面
か
ら
眺
め
て
み
る
と
き
、
政
治

、
経
済
、
社
会
、
教

育
、
法
律
、
哲
学
、
芸
術
、
倫
理
、
道
徳
等
、
全
文
化
の
領
域
が
総
体
的
に
方
向
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
す
な
わ

ち
今
日
の
文
化
は

一
大
危
機
に
直
面
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
民
主
主
義
も
共
産
主
義
も
こ
の
混
乱
を
収
拾
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

り
、
宗
教
も
思
想
も
既
存

の
方
式
で
は
束
手
無
策
に
な

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
今
日
の
世
界
状
況
は
、
そ
の
ま

ま
放
置
す
れ
ば
遠
か
ら
ず
弱
肉
強
食
の
無
法
天
地
に
な

っ
て
し
ま
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

※

(註
)
私
は
こ
こ
で
文
明
と
文
化
を
区
別
し
な
い
で
、
同

一
の
意
味
に
使
っ
て
い
ま
す
。

二

文
化
的
側
面
か
ら
見
た
今
日
の
混
乱
の
原
因
、

お
よ
び
西
洋
文
明

の
功
過
と
そ
の
没
落
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そ
れ
で
は
、
今
日
の
世
界
的
な
大
混
乱
の
根
本
原
因
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
第

一
に
物
質
万
能
主
義
と
無
神
論
が
全
文
化
領

域
を
支
配
し
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。
政
治
、
経
済
、
教
育
、
哲
学
、
芸
術
、
倫
理
、
道
徳
等
が
す
べ
て
物
質
主
義
、
無
神
論
の
捕

虜
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。
第
二
に
個
人
主
義
、
利
己
主
義
、
人
本
主
義
が
権
利
平
等
の
美
名
の
下
に
個
人
と
個
人
を
分
裂

さ
せ
、
国
家
と
国
家
を
離
間
さ
せ
た
か
ら
で
す
。
特
に
国
家
利
己
主
義
は
今
日
の
世
界
平
和
の
大
き
な
障
害
要
因
の

一
つ
と
な

っ
て

い
ま
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
今
日
の
世
界
混
乱
の
原
因
は
、
精
神
主
義
と
物
質
主
義
の
対
決
に
お
い
て
精
神
主
義
が
敗
北
し
て
き
た

か
ら
で
あ
り
、
宗
教
と
反
宗
教

(無
神
論
、
自
然
科
学
)
と
の
対
決
に
お
い
て
、
宗
教
が
敗
北
し
た
か
ら
で
す
。
過
去
に
お
い
て
人

類
の
精
神
を
指
導
し
て
き
た
宗
教
が
、
今
日
に
お
い
て
そ
の
精
神
的
指
導
力
を
喪
失
し
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
文
化
的

(文
明
的
)

側
面
か
ら
見
た
と
き
、
東
洋
文
明

(精
神
文
明
)
が
西
洋
文
明

(物
質
文
明
)
に
圧
倒
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
す

。

西
洋
文
明
は
本
来
、
中
世
時
代
で
は
神
本
主
義
の
下
に
精
神
文
明

(キ
リ
ス
ト
教
文
明
)
で
あ
り
ま
し
た
が
、
近
世
以
後
に
は
科

学
の
発
達
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
が
物
質
主
義
に
圧
倒
さ
れ
、
西
洋
文
明
は
人
本
主
義

(個
人
主
義
)
下
の
物
質
文
明
に
転
落
し
た

の
で
あ
り
、
現
代
に
至

っ
て
は
東
洋
文
明
ま
で
も

(東
洋
に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
貢
献
に
も
か
か
わ
ら
ず
)

西
洋
の
物
質
文
明
に

汚
染
さ
れ
、
そ
の
活
力
を
喪
失
し
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日
貧
富
の
格
差
問
題
を
起
こ
し
た
資
本
主
義
と
階
級
闘
争
を
煽

動
す
る
共
産
主
義
は
、
問
い
詰
め
れ
ば
西
洋
文
明

(物
質
文
明
)
の
双
生
児
で
あ

っ
て
、
実
は
こ
の
二
つ
の
主
義
が
今
日
物
質
主
義

5



と
無
神
論
を
ま
き
散
ら
し
な
が
ら
、
世
界
を
混
乱
の
る
つ
ぼ
に
追
い
や
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
物
質
文
明
と
化
し
た
西
洋
文
明

は
、
宗
教

(キ
リ
ス
ト
教
)
を
圧
倒
し
な
が
ら
も
、
そ
の
間
政
治
、
経
済
、
軍
事
、
社
会
、
学
問
、
産
業
等
文
化
全
般
に
わ
た
り
飛

躍
的
発
展
を
来
た
し
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
進
ん
で
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
東
洋
社
会
の
近
代
化
を
助
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類
文

化
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
は
事
実
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
の
間
、
政
教
分
離
の
美
名

の
下
に
、
長
ら
く
宗
教
を
軽
視
し
、
無
視
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
に
至

っ
て
は
つ
い
に
人
類
の
精
神
の
空
洞
化
を
生
じ
せ
し
め
、
価
値
観
の
崩
壊
現
象
を
招
来
す
る
に
至

っ

た
の
も
、
ま
た
事
実
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
今
日
の
世
界
が
経
済
の
驚
異
的
な
成
長
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
混
乱
か
ら
抜
け
出
る
こ

と
が
で
き
な

い
根
本
原
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
今
日
の
文
化
的
危
機
は
西
欧
的
な
方
式

(人
本
主

義
的
方
式
)
で
は
、
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
西
洋
文
明
の
没
落
が
迫

っ
て

い
る
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
あ
り
ま
す
。
歴
史
を
顧
み
る
と
き
、
宗
教
に
よ
っ
て
栄
え
た

一
地
域
の
文
明
は
、
そ
の
宗
教
が
無
視
さ
れ
た
り
、
そ
の
役
割

を
果
た
し
得
な
く
な

っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
文
明
も
没
落
し
た
と
い
う
例
を

い
く
ら
で
も
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
こ

の
よ
う
に
し
て
西
洋
文
明
は
、
そ
の
双
生
児
と
し
て
の
資
本
主
義
お
よ
び
共
産
主
義
と
と
も
に
今
終
末
に
近
づ

い
て
い
る
と
い
わ
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
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三

新
文
化
と
神
本
主
義

 

西
欧
的
な
人
本
主
義
方
式
で
は
今
日
の
危
機
的
状
況
か
ら
文
化
を
救
出
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
今
日
の
文
化

を
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
他
の
方
法
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
が
ま
さ
に
神
本
主
義
を
新
し
く
立
て
て
、
新
し
い
文

基調論文 アジアの新文化創建と統一思想

化
を
創
建
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人
本
主
義
や
物
質
主
義
は
人
間
中
心
で
あ
る
た
め
、
そ
の
ま
ま
で
は
個
人
主
義
、
利
己
主
義
に

流
れ
て
和
解
と
親
和
が
難
し
い
の
で
す
が
、
神
本
主
義
は
神
中
心
で
あ
る
た
め
、
神
の
愛
を
中
心
と
し
て
万
人
が
互
い
に
親
和
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
歴
史
を
顧
み
る
と
き
、

=
疋
地
域
の
混
乱
を
収
拾
す
る
に
お
い
て
、
神
本
主
義
的
な
新
し
い
宗
教
が
生

ま
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
分
裂
、
対
立
を
和
解
さ
せ
、
統

一
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
新
文
化
創
建
の
主
流
と
な

っ
た
例
を
数

多
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ロ
ー
マ
文
化
が
没
落
す
る
時
の
混
乱
を
、
神
本
主
義
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
収
拾
し
た
の
を
わ

れ
わ
れ
は
知

っ
て
お
り
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
が
、
当
時
の
分
裂
し
た
価
値
観
を
統

一
し
、
西
欧
の
中
世
文
化
を
花
咲
か
せ
た
の
で
あ

り
ま
す
。
ま
た
、
七
世
紀
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島
の
ア
ラ
ビ
ア
人
の
民
族
的
分
裂
と
雑
多
な
宗
教
の
対
立
等

で
混
乱
が
起
こ
っ
た
と
き
、

新
し
い
神
本
主
義
で
あ
る
ア
ラ
ー
神
の
イ

ス
ラ
ム
教
が
出
現
し
て
、
こ
の
混
乱
を
収
拾
、
統

一
し
、
サ
ラ
セ
ン
文
化
を
生
ぜ
し
め
た

の
も
そ
の
例
と

い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
先
例
に
従

っ
て
、
今
日
の
文
化
的
危
機
か
ら
人
類
を
救
出
す
る
た
め
に
も
、
こ

こ
に
新
し
く
神
本
主
義
的
な
宗
教
の
時
代
が
到
来
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
と
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
宗
教
は
ど
ん
な
宗
教
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
宗
教
は
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
や
イ

ス
ラ
ム

教
だ
け
で
あ
る
必
要
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
宇
宙
の
根
本
的
な
存
在
が
愛
の
本
体
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
宗
教

で
あ
れ
ば
、
す
べ
て

神
本
主
義
の
概
念
に
包
含
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
宇
宙
の
究
極
的
存
在
が
、
「
神
」
と
い
う
名
称
で
な
く
て
も

「愛
の
本
体
」

で
あ
れ
ば
よ
い
か
ら
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
み
な
ら
ず
、
ま
た

ユ
ダ
ヤ
教
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
仏

教
も
イ
ン
ド
教
も
儒
教
も
、
す
べ
て
広

い
意
味
の
神
本
主
義
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
仏
教
の

「真
如
」
「大
日
如
来
」
や
、
イ
ン

ド
教
の

「
ブ
ラ
フ
マ
ン
」
や
、
儒
教
の

「
天
」
が
す
べ
て

「愛
の
本
体
」
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
他
の
宗
教
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
が
、
西
洋
の
物
質
主
義
、
人
本
主
義

に
圧
倒
さ
れ
ず
に
、

7



お
互
い
に
協
力
し
合

い
な
が
ら
、
そ
し
て
現
代
に
合
う
よ
う
に
姿
勢
を
立
て
直
し
な
が
ら
、
「互
い
に
愛
せ
よ
」
と
い
う
教
祖
ま
た

は
経
典
の
教
え
に
従

っ
て
健
全
に
そ
の
本
然
の
使
命
を
果
た
し
た
な
ら
ば
、
ア
ジ
ア
は
既
に
統

一
さ
れ
た
精
神
文
化
圏
、
す
な
わ

ち

西
洋
文
明
を
包
摂
し
た
愛
の
文
化
圏
を
形
成
し
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
何
故
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
ア
ジ
ア
の
宗
教
で
あ

り
、
ア
ジ
ア
は
ま
さ
に
宗
教
の
大
陸
で
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
長
い
歴
史
を
持

っ
た

こ
れ
ら
の
宗
教
は
、

一
時
ま
た
は
数
次
、

一

定
地
域
に
輝
か
し
き
文
化
を
花
咲
か
せ
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
今

日
の
文
化
的
危
機
か
ら

人
類
を
救
済
す
る
た
め
に
、
ア
ジ
ア
の
宗
教
は
覚
醒
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
本
主
義
に
よ
る
新
し
い
文
化
創
建
の
た
め
に
行

動
す
る
時
が
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

8

 

四

新
文
化
創
建
に
お
け
る
い
ろ
い
ろ
な
問
題
点

 

と
こ
ろ
で
ア
ジ

ア
の
新
し
い
文
化
創
建
の
た
め
に
、
宗
教
が
そ
の
本
然
の
使
命

(愛
の
実
践
)
を
果
た
す
に
お
い

て
、
い
く

つ
か

克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点
が
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
指
摘
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
次
の
よ

う

で
あ
り
ま
す
。

(
1
)
宗
教
相
互
間
の
協
力
の
問
題

(2
)
価
値
観
の
統

一
の
問
題

(3
)
地
域
的
、
伝
統
文
化
相
互
間
の
調
和
の
問
題

(4
)
科
学
と
宗
教
間
の
対
立
の
解
消
の
問
題

(5
)
各
文
化
領
域

へ
の
方
向
提
示
の
問
題

一
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(6
)
共
産
主
義
克
服
の
問
題

(7
)
メ
シ
ヤ
再
臨
観
の
解
釈
の
問
題
等
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
、
次
に
簡
単
な
説
明
を
加
え
よ
う
と
思

い
ま
す
。

(
1
)

宗
教
相
互
間
の
協
力

の
問
題

 

す

べ
て
の
宗
教
は
、
そ
の
教
祖
や
経
典

の
教
え
の
核
心
が

「互
い
に
愛
せ
よ
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
、
再
言
す
る
必
要
が

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、

一
つ
の
宗
教
内

の
信
徒
た
ち
は
、
互
い
に
こ
の
教
え
に
従

っ
て
た
や
す
く
相
互
親
和

し
団
結
し
ま
す
。
し

か
し
異
教
と
の
間
に
は

「相
互
親
和
」
が
よ
く
行
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
を
時
々
見
ま
す
。
あ
る
宗
教
と
宗
教
の
間
で
は
、
紛
争

が
起
こ
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
す
。
新
文
化
創
建
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、

同
じ
信
徒
間
の
親
和

と
同
様
に
、
宗
教
相
互
間
に
お
い
て
も
相
互
尊
重
、
相
互
親
和
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
り
ま
す
。

(
2
)

価
値
観
の
統

一
の
問
題

 

今
日
の
混
乱
の
原
因
は
、
こ
れ
を
価
値
観
の
側
面
か
ら
見
る
と
き
、
善
の
基
準
が

一
致
し
て
い
な

い
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
従

っ
て
今
日
の
混
乱
を
収
拾
す
る
た
め
に
は
、
万
人
の
基
本
的
な
善
の
標
準
が
同

一
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

一
つ
の
事
実
に
お
い
て
、
あ
る
人
は
善
と
見
、
他
の
人
は
悪
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
人
の
間
で
は
協
力
な
さ
れ
に
く
く
な
る

で
し
ょ
う
。
宗
教
は
教
理
、
儀
式
、
戒
律
が
違
い
、
さ
ら
に
信
仰
は
排
他
性
を
帯
び
や
す

い
た
め
に
、
宗
教
ご
と
に
善
の
基
準
が
同

一
で
あ
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
宗
教
の
価
値
観
を
い
か
に
統

一
す
る
か
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
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(3

)

地

域

的

伝

統

文

化

の

相

互

調

和

の

問

題

新
文
化
は
宗
教
間
や
国
家
間
に
紛
争
や
衝
突
の
な
い
統

一
文
化
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
今
日
で
は
、
国
ご
と
に
地

域
ご
と
に
伝
統
文
化
が
残

っ
て
お
り
、
各
伝
統
文
化
ご
と
に

=
疋
の
価
値
観
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
従

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的

価
値
観
の
相
違
に
よ

っ
て
起
こ
り
得
る
摩
擦
を
、
い
か
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
り
ま
す
。
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(4

)

科

学

と

宗

教

の

対

立

の

解

消

の

問

題

地
動
説
を
発
表
し
た
ガ
リ
レ
オ
が
宗
教
裁
判
を
受
け
て
以
来
、
科
学
と
宗
教
は
両
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
認
識
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
科
学
の
発
展
に
反
比
例
し
て
宗
教

(キ
リ
ス
ト
教
)
は
萎
縮
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
科
学
的
に
説

明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
聖
書
の
異
蹟
や
奇
事
等
は
迷
信
と
し
て
見
な
さ
れ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
萎
縮
は
さ
ら

に
加
速
化
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
こ
れ
が
今
日
の
物
質
文
明
に
宗
教
が
圧
倒
さ
れ
た
主
要
な
原
因
の

一
つ
で
も
あ
り
ま
す
。
宗
教
が
優
位
を
占
め
る
新
文
化

の
時
代
に
お
い
て
は
、
科
学
と
宗
教
が
両
立
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
、
互
い
に
協
力
す
る
と
こ
ろ
ま
で
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
に
は
宗
教
的
事
実
を
科
学
的
に

(少
な
く
と
も
論
理
的
に
)
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
ま
た
科
学
的
事
実
を
宗

教
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
果
た
し
て
こ
の
よ
う
に
な
り
得
る
か
が
ま
た
問
題
で
あ
り
ま
す
。

(
5
)

各
文
化
領
域

へ
の
方
向
性
提
示
の
問
題

 

今

日

の
世

界

的

な

大

混

乱

は

、

既

に
指

摘

し

た

よ

う

に

政

治

、

経

済

、

社
会

、
法

律

、

教
育

、
哲

学

、
芸

術

、

学

問

、

倫

理

、

言
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論
等
、
全
文
化
領
域
が
方
向
感
覚
を
喪
失
し
た
の
に
も
起
因
し
て
い
る
の
で
、
新
文
化
創
建
の
た
め
に
は
、
こ

の
よ
う
に
方
向
を
喪

失
し
た
各
文
化
領
域
が
同

一
の
方
向
を
持

つ
よ
う
に
宗
教
が
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の
こ
と

が
ま
た
問
題
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

(6
)

共
産
主
義
克
服
の
問
題

 

発
展
の
た
め
に
は
闘
争
が
必
要
だ
と
い
う
唯
物
弁
証
法
を
真
理
と
信
じ
て
い
る
共
産
主
義
理
論
を
批
判
克
服

す
る
こ
と
も
、
新
文

化
創
建
の
た
め
に
宗
教
が
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
今
日
共
産
主
義
は
陰
に
陽
に
世
界
の
至

る
と
こ
ろ
で
、
「革
命
」
や

「解
放
」
と
い
う
名
の
下
で
、
戦
争
、
紛
争
を
挑
発
し
混
乱
を

一
層
助
長
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

(
7
)

メ
シ
ヤ
再
臨
観
の
解
釈
の
問
題

 

新
文
化
の
た
め
に
す
べ
て
の
宗
教
が
相
互
協
力
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
教
理
の
相
互
理
解
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
再
言
す
る
必
要

が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
キ
リ
ス
ト
教
の
教
理
に
は
、
メ
シ
ヤ

(イ
エ
ス
様
)
の
再
臨
に
関
す
る
部
分
が
あ

り
ま
す
。
メ
シ
ヤ
が

再
臨
し
て
審
判
す
る
と
な

っ
て
い
ま
す
。
他
の
宗
教
に
は
こ
の
よ
う
な
再
臨
思
想
が
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す

(た
だ
し
、
仏
教
に
は

弥
勒
菩
薩
の
再
臨
説
が
あ
る
)
。
従

っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
再
臨
観
を
他
の
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
が
、
ま
た
問
題
に
な

る
と
思
い
ま
す
。
新
文
化

の
形
成
に
お
い
て
再
臨
の
メ
シ
ヤ
が
果
た
し
て
必
要
か
ど
う
か
、
再
臨
の
メ
シ
ヤ
は
来
ら
れ
て
具
体
的
に

ど
ん
な
こ
と
を
さ
れ
る
の
か
、
再
臨
の
わ
ざ
と
他
宗
教
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
等
が
、
問
題
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
と

見
る
の
で
あ
り
ま
す
。

H



以
上
、
ア
ジ
ア
の
新
文
化
創
建
の
た
め
に
、
宗
教
が
そ
の
本
然
の
使
命
で
あ
る
愛
の
実
践
を
果
た
す
に
お
い
て
、
克
服
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
間
題
を
説
明
し
ま
し
た
。

「
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
」
を
取
り
扱
う
に
あ
た

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
を
考
慮
に
入
れ
る
の
も
必
要
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
次
に
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
統

一
思
想
の
立
場
か
ら
の
代
案
を
ま
と
め
て
、
「
ア
ジ
ア
新
文
化
創
建
と
統

一
思
想
」

と
い
う
題
目
の
下
に
、
い
く

つ
か
の
項
目
に
分
け
て
簡
単
に
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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五

ア
ジ

ア
新
文
化
創
建
と
統

一
思
想

 

ご
存
じ
の
よ
う
に
、
統

一
思
想
は
文
鮮
明
先
生
の
思
想
で
あ
り
ま
す
。
文
先
生
は
啓
示
を
通
じ
て
神
か
ら
直
接
こ
の
思
想
の
内
容

を
伝
え
受
け
ら
れ
て
、
こ
の
思
想
を
統

一
思
想
ま
た
は
神
主
義

(○
°
d
ism
)
と
呼
び
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
次
に
、
上
の
問
題
の
解
答

に
関
連
し
た
統

一
思
想
の
内
容
の
要
点
を
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
き
ま
す
。

(
1

)

宗

教

の
真

の

設

立

者

は

神

で

あ

る

統

一
思
想
は
、
歴
史
上
の
す
べ
て
の
宗
教
の
真
の
設
立
者
は
絶
対
者
で
あ
ら
れ
る
創
造
主
、
神
と
見
て
お
り
、
地
上
で
宗
教
を
創

始
し
た
教
祖
た
ち
に
つ
い
て
も
、
そ
の
神
が
立
て
た
と
断
定
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
各
宗
教
の
信
仰
の
対
象
、
ま
た
は
宇
宙
の
根
本

実
体
も
、
た
と
え
そ
の
表
現
は
違

っ
て
も
、
す
べ
て
同

一
の
神
と
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
者

で
あ
る
神
が

一
定

の

時
代
と
地
域
に
符
合
す
る
よ
う
に
姿
を
変
え
て
自
身
を
表
し
た
の
が
、
各
宗
教
の
信
仰
の
対
象
で
あ
り
ま
す
。

ユ
ダ
ヤ
教
の

「
エ
ホ

i

_.一...,1■iL.

バ
」
、

イ

ス

ラ

ム
教

の

「
ア

ラ

ー
」
、

仏
教

の

「
真
如

」

あ

る

い
は

「
大

日
如

来

」

な

ど

、

イ

ン

ド
教

(
ヒ

ン
ド

ゥ
ー

教
)

の

「
ブ

ラ

あ
め
の

み

な
か
ぬ
し
の
か
み

フ
マ
ン
」
、
儒
教
や
天
道
教
の

「天
」
、
神
道
の

「
天

御
中

主

神
」
等
は
、
す

べ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
神
と
同

一
な
創
造
主
で
あ
る
神

が
、
形
を
異
に
し
て
自
身
を
表
現
し
た
姿
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
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(
2
)

各
宗

教

の
教
理

の
中
心
真
理
は
、
絶
対
者
な
る
神

の
教
え

で
あ
る

 

従

っ
て
、
す
べ
て
の
宗
教
の
教
理
の
核
心
も
、
同

一
な
る
神

の
教
え
で
あ
り
ま
す
。
た
だ
地
域
的
事
情
に
合

う
よ
う
に
表
現
が
異

な
っ
て
表
れ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
仏
教
の

「慈
悲
」
や
イ
ス
ラ
ム
教
の

「仁
愛
」
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
の

「
最
高
愛
」
や
儒
教

の

「仁
」
や
ユ
ダ
ヤ
教
の

「愛
」
も
、
す
べ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
愛
と
同
じ
意
味
に
見
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
神
が

一
定
地
域

に

一
定
宗
教
を
立
て
た
目
的
は
、

=
疋
の
真
理
で
そ
の
地
域
の
人
間
た
ち
の
無
知
を
悟
ら
せ
、
彼
ら
を
し
て
愛

を
実
践
さ
せ
た
後
、

最
終
的
に
は
人
間
始
祖
の
堕
落
に
よ

っ
て
で
き
上
が

っ
た
罪
の
世
界
を
復
帰
し
て
、
地
上
に
統

一
さ
れ
た
愛
の
世
界

(統

一
文
化
の

世
界
U
地
上
天
国
)
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

(
3
)

一
般
宗
教

の
地
域
的
制
約
性
と
キ
リ
ス
ト
教
の
汎
世
界
性

 

と
こ
ろ
が
紀
元
前
に
出
現
し
た
宗
教

(例

　
儒
教
、
仏
教
、

ユ
ダ
ヤ
教
等
)
は
、

一
定
地
域
の
人
々
を
悟
ら
せ
て
善
導
す
る
た
め

の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
、
そ
の
教
理

(真
理
の
表
現
方
式
)
は
た
と
え
同

]
な
る
神
か
ら
の
真
理
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
表
現
は
地

域
的
な
制
約
性
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
従

っ
て
神
は
統

一
さ
れ
た
文
化
の
世
界
を
立
て
る
た
め
に
、

罪
悪
歴
史
の
終
末
期
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
宗
教
教
理
の
神
髄
を
統

一
し
た
の
と
同
じ
よ
う
な
汎
世
界
的
な
教
理
を
立
て
て
、
既
存

13



寸

 

の
す
べ
て
の
地
域
的
宗
教
を

一
つ
に
和
合
さ
せ
る
摂
理
を
推
進
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
摂
理
の
下

に
、
イ

エ
ス
様
を

メ
シ
ヤ
と
し
て
地
上
に
送

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
の
不
信
に
よ

っ
て
、
予
定
さ
れ
た
汎
世
界
的
な
真
理

を
全
部
は
宣
布
さ
れ
な

い
ま
ま
十
字
架
の
刑
を
受
け
ら
れ
て
、
地
上
天
国
実
現
の
課
業
は
二
千
年
後
の
再
臨
時
ま

で
延
期
さ
れ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

(
4
)

再
臨
期
と
し
て
の
現
代
の
宗
教
と
汎
世
界
的
真
理
の
出
現

14

 

神
は
、
摂
理
が
延
長
さ
れ
る
二
千
年
の
間
、
す
べ
て
の
宗
教
を
し
て

一
層
広
い
地
域
の
人
々
を
教
化
す
る
よ
う

に
、
周
辺
地
域
に

拡
散
し
続
け
な
が
ら

(そ
の
た
め
宗
教
圏
の
重
畳
ま
で
現
れ
る
)、
再
臨
の
時
期
を
迎
え
る
よ
う
に
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。
紀
元
前

に
出
現
し
た
宗
教
が
大
部
分
そ
の
ま
ま
残

っ
て
今
日
に
至

っ
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
ま
し
た
。
(た
だ
し
、
中
東
地
域
は
ゾ
ロ
ア

ス
タ
ー
教
の
代
わ
り
に
、
新
し
く
イ
ス
ラ
ム
教
が
出
現
し
て
、
同
地
域
と
そ
の
周
辺
地
域
を
教
化
し
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。)
今

日
ま
で
の
こ
の
よ
う
な
宗
教
の
残
存
は
、
終
末
期
に
す
べ
て
の
地
域
的
な
宗
教
教
理
を
汎
世
界
的
な
真
理
と
連
結

さ
せ
よ
う
と
す
る

神
の
摂
理
で
あ

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
は
ま
さ
に
罪
悪
歴
史
の
終
末
期

(末
世
)
で
あ
り
ま
す
。
既
に
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
世
界
は
今
大
混
乱
に
陥

っ
て
、
従

来
の
方
式
で
は
到
底
収
拾
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
段
階
に
至
り
ま
し
た
。
こ
の
危
機
を
克
服
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
宗
教
さ
え
も
完

全
に
そ
の
無
力
性
を
表
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
日
の
終
末
期
は
ま
さ
に
再
臨
期
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
汎
世
界
的
な
真
理
が
出
現
す

る
時
期
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
と
き
に
神
は
実
際
に
そ
の
真
理
を
地
上
に
出
現
さ
せ
ま
し
た
。
神
が
啓
示
を
通
じ
て
文

先
生
に
知
ら
せ
た

一

 

真
理
が
そ
れ
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
ま
さ
に
神
tFH
義

(G
od
ism
)
で
あ
り
、
統

一
思
想
で
あ
り
ま
す
。
今
日
ま
で
、
文
先
生
が
推
進

し
て
こ
ら
れ
た
統

一
運
動
を
通
じ
て
、
こ
の
真
理
が
す

べ
て
の
宗
教
を
和
合
さ
せ
得
る
汎
世
界
的
な
真
理
だ
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ

れ
て
お
り
、
の
み
な
ら
ず
す
べ
て
の
難
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
鍵
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
立
証
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
参

考
ま
で
に
、
こ
れ
に
関
す
る
文
先
生
の
証
言
を
次
に
紹
介

い
た
し
ま
す
。
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(
5
)

統

一
思
想
に
関
す
る
文
先
生
の
証
言

 

「私
は
か

つ
て
長

い
祈
り
と
瞑
想

の
生
活
か
ら
つ
い
に
実
存
す
る
神
に
出
会
い
、
こ
の
絶
対
真
理
を
伝
授
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
全
宇
宙
と
人
生
と
歴
史
の
背
後
に
隠
さ
れ
た
す
べ
て
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し
た
驚
く
べ
き
内
容
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
内
容
を

社
会
に
適
用
す
れ
ば
社
会
問
題
が
解
け
、
こ
れ
を
世
界
に
適
用
す
れ
ば
世
界
の
問
題
が
解
け
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。
の
み
な
ら
ず
、

宗
教
の
未
解
決
問
題
、
哲
学
の
未
解
決
問
題
も
解
決
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
た
。
特
に
、
こ
れ
を
共
産
主
義
理
論

の
批
判
に
適
用
し

た
と
き
、
共
産
主
義
の
す
べ
て
の
虚
構
性
が
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
る
と
同
時
に
、
共
産
主
義
に
対
す
る
代
案
も
立

て
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
し
た
。
こ
れ
は
か
つ
て
な
か

っ
た
新
し
い
人
生
観
で
あ
り
、
世
界
観
で
あ
り
、
宇
宙
観
で
あ
り
、
新
し
い
摂

理
観
で
あ
り
、
歴

史
観
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
ま
た
す
べ
て
の
宗
教
教
理
や
哲
学
の
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
全
体
を

一
つ
に
包
容

す
る
こ
と
の
で
き

る
統
合
の
原
理
で
も
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
思
想
を
統

一
思
想
ま
た
は
神
主
義
と
名
付
け
ま
し
た
。
」
二
九
八
五
年
+
二
月
+
六
日
、
国

際
勝
共
安
保
決
議
大
会
で
の
演
説
文
よ
り
)

六

宗
教
統

一
お
よ
び
愛
と
統

一
思
想

の
立
場

15



16

 

(
1
)

宗
教
統

一
と
統

一
思
想

 

次
は
本
主
題
の
中
の

「宗
教
統

一
」
に
つ
い
て
、
統

一
思
想
の
見
解
を
述
べ
よ
う
と
思
い
ま
す
。
統

一
思
想

に
お

い
て
、
「統

こ

と
は
、
主
体
と
対
象
が
共
通
目
的
を
中
心
と
し
て
お
互
い
に
愛
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
円
満
な
授
受
作
用
に
よ
っ
て
、
合

性

一
体
化
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
宗
教
統

一
と
は
、
共
通
目
的
を
中
心
と
し
て
宗
教
同
士
が
お
互
い
に
円
満
な
授
受
作
用

を
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
協
力
し
合
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
共
通
目
的
と
は
、
す

べ
て
の
宗
教

の
教
え
で
あ
る

「愛

の
実
践
に
よ
る
善
の
世
界

(天
国
)

の
実
現
」
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
主
体
と
対
象
は
お
互
い
に
相
手
の
存
在
を
認

め
る
と
同
時
に
、
相
手
の
見
解
を
尊
重
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
共
通
目
的
を
設
立
す
る
に
は
、
各
宗
教
は
次
の
事
柄
を

ま
ず
認
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
見
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
宗
教
が
唯

一
絶
対
者
で
あ
る
神
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
た
と

い
う
こ
と
と
、
神
が
地
上
に
愛
に
よ
る
善
の
世
界
、
す
な
わ
ち
地
上
天
国
を
実
現
す
る
と

い
う
目
的

(理
想
)
を
も

っ
て
人
類
を
善

導
す
る
た
め
に
宗
教
を
立
て
た
と

い
う
こ
と
を
ま
ず
承
認
す
る
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
神
は
絶
対
者
で
あ

り
ま
す
か
ら
、
創
造

目
的
も
絶
対
で
あ
り
、
宗
教
を
立
て
た
目
的
も
絶
対
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
こ
こ
に
、
宗
教
相
互
の
価
値
観
の

一
致
と
と
も
に
、
相

互
の
協
力

の
た
め
の
共
通
目
的
が
容
易
に
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
宗
教
相
互
の
共
通
目
的
の
設
定
は
、
創
造
主
た
る
神
の
創
造
目
的
を
認
め
る
こ
と

に
よ

っ
て
は
じ
め
て

可
能
で
あ
り
ま
す
。

(
2
)

宗
教

の
愛
と
統

一
思
想

一
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次
に
、
宗
教
統

一
に
お
け
る
愛
の
問
題
に
つ
い
て
、
統

一
思
想
の
立
場
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
宗
教
は
表
現

こ
そ
異
な
れ
、
皆
愛
を
実
践
す
べ
き
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
。
統

一
思
想
に
お
け
る
愛
の
実
践
と
は
、
「神

の
愛

の
実
現
」
で
あ
り

ま
す
。
神
の
愛
は
ま
ず
、
家
庭
を
通
じ
て
父
母
の
愛
、
夫
婦
の
愛
、
子
女
の
愛
と
し
て
、
す
な
わ
ち
家
庭
愛
と
し
て
実
現
さ
れ
ま
す

(こ
の
家
庭
愛
は
世
俗
的
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
)
。
次
に
、
こ
の
家
庭
愛
を
社
会
に
拡
大
し
、
国
家
、
世
界
に
拡
大
し
ま
す
。
世

界
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
神
の
愛
が
、
真
の
意
味
の
人
類
愛
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
人
類
が
神
を
父
母
と
し
て
お
互
い
に
兄
弟
姉

妹
の
関
係
で
愛
し
合
う
の
が
、
真
の
人
類
愛
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
愛
に
は
次
の
よ
う
な
機
能
が
あ
り
ま
す
。

①
ま
ず
神
の
愛
は
強
力
な
和
合
力
で
あ
り
、
和
解
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
幅
広
い
抱
擁
力
で
あ
り
ま
す
。
神
の
愛
が
実
践
さ
れ
れ
ば
、

い
か
な
る
対
立
も
衝
突
も
和
解
と
化
し
、
い
か
な
る
怨
讐
も
抱
擁
さ
れ
て
友
人
と
も
化
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

②
神
の
愛
は
憤
り
と
敵
憶
心
を
静
め
る
鎮
静
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
す
べ
て
の
悲
し
み
と
苦
痛
と
孤
独
さ
を
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
る
慰

撫
の
手
で
あ
り
ま
す
。

③
ま
た
神
の
愛
は
生
命
の
源
泉
で
も
あ
り
ま
す
。
ひ
か
ら
び
た
生
命
を
蘇
生
さ
せ
、
傷

つ
い
た
魂
に
再
生
の
希

望
を
抱
か
せ
る
の
で

す
。

④
ま
た
神
の
愛
は
す
べ
て
の
格
差
を
平
坦
に
す
る
平
準
化
の
力
で
も
あ
り
ま
す
。
神
の
愛
が
現
れ
れ
ば
、
貧
富

の
差
も
人
種
の
差
別

も
知
識
の
差
も
す
べ
て
消
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
神

の
愛
は
、
こ
の
世
の
い
か
な
る
力
よ
り
も
強
力
で
あ
り
、
い
か
な
る
政
治
権
力
よ
り
も
、

い
か
な
る
武
器
よ
り
も

強
い
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
愛

(神
の
愛
)
に
よ

っ
て
の
み
、
真
な
る
平
和
が
定
着
す
る
と
同
時
に
、
世
界
統

一
、
文
化
統

一
が
成
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就
さ
れ
て
、
地
上
天
国
が
実
現
さ
れ
る
の
で
す
。

以
上
、
ア
ジ
ア
新
文
化
創
建
に
お
い
て
提
起
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
問
題
点
と
、

場
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

{示
教

統

一
お

よ
び

愛

に

つ
い

て
、

統

一
思
想

の
立
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儒
教
思
想
よ
り

ア
ジ
ア
共
同
体
と
宗
教
統

一
を

見

る


