
書
く
)
を
活
用
し
て
い
る
点
に
注
目
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
こ
の
論
理
が
十
八
世
紀
の
日
本
が
生

ん
だ
哲
学
者
三
浦
梅

園
の

「
一
即

一
一
」

の
論
理
に
ま
で
発
展
す
れ
ば
、
「
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
」
や

「世
界
の
宗
教
統

一
」
を
推
進
し
実

現
す
る
た
め
の
哲
学
的
中
心
核
に
な
り
得
る
の
で
あ
り
ま
す
。
(拙
著

『三
浦
梅
園
の
思
想
』
・
ペ
リ
カ
ン
社
刊

・
参
照
)

道
教
系
の
単
語
や
熟
語
で
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
「仙
薬
」
「
書
シ
テ
以
テ
呑
服
ス
」
「不
死
ノ
薬
」
「
長
生
」
「長
生
ノ
呪
」

等
で
あ
り
ま
す
。
不
老
不
死

・
不
老
長
生
を
目
標
と
す
る
仙
術
と
仙
薬
の
追
求
は
、
西
洋
医
学
の
限
界
を
補
完
す
る
た

め
に
は
、
二
十

↓
世
紀

へ
向
か

っ
て
ま
す
ま
す
強
く
要
求
さ
れ
て
く
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

〃0

 

七

結
語

 

東
学
運
動
が
天
道
教
と
い
う
韓
国
自
生
の
宗
教
を
生
み
、
北
か
ら
の
清
国
、
西
か
ら
の
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
、
南
か
ら
の
日

帝
と
い
う
外
敵
の
攻
略
か
ら
祖
国
を
守
る
べ
く
戦
っ
た
歴
史
的
事
実
は
評
価
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
結
果
的
に
は
同

志
の
裏
切
り
に
よ
り
、
日
帝
売
弁
政
府
に
鎮
圧
さ
れ
は
し
ま
し
た
が
、
民
族
の
危
機
に
際
し
て
、

こ
れ
ほ
ど
に
伝
統
思

想

・
伝
統
宗
教
の
長
所
を
有
機
的
に
化
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
思
想
と
新
宗
教
を
生
み
出
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
武

器
に
内
外
の
敵
と
敢
然
と
し
て
戦

っ
た
歴
史
的
事
実
を
低
く
評
価
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
時
代
ま
で
は
、
確
か
に

「西
学
」
と

「東
学
」
は
排
他
的
に
争
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
完
全
性
を
象
徴
す
る
球

の
形
状
を
有
す
る

一
個
の
地
球
を
、
仮
に
ノ
コ
ギ
リ
で
西
半
球
と
東
半
球
に
切
断
し
て
し
ま

っ
た
ら
、
地
球
は
生
命
を

失

っ
て
暗
い
宇
宙

の
果
て
に
落
ち
て
ゆ
く
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
南
北
に
切
断
し
て
四
分
割
す
れ
ば
、
悲
劇
は
激

化
す
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
要
求
さ
れ
る
の
が
、
私
が
専
門
と
す
る
三
浦
梅
園
の

「
一
即

=

」
の
調
和
論
哲

学
で
あ
り
、
文
鮮
明
師
が
創
出
さ
れ
た

「
正
分
合
」
の
調
和
論
哲
学
で
あ
り
ま
す
。

T

セ

ッ
シ

ョ
ン

N

 

ア
ジ

ア
共
同
体
構
想
と
宗
教
統

キ
リ

ス
ト
教

の
機
能

の
た
め

の



鄭

慶

均

(
チ

ョ
ン

・
キ

ョ

ン
キ

ュ

ン
)

一
九

三
六
年

生
ま

れ

。

ソ
ウ

ル
大

学
卒
業

後

、

シ
カ
ゴ

大
学

大
学

院
を

経

て
、
東
京

大

学

で
博

士
号

取
得

。

現
在

、

ソ
ウ

ル
大

学

教
授

。
専
攻

」
保

険

社
会

学

。

〈
主

著
〉

『保

険

C
om
m
zan
ica
tion
論
』
、

『保

険
社

会
学
』

他

。

「

A

 

序
論
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題
目
が
あ
ま
り
膨
大
で
あ
る
。
「
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
」

一
つ
で
も
膨
大
な
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
上
に

「
キ
リ
ス
ト
教
的
立
場

で
の
宗
教
統

一
」
と
い
う
ま
た
別
の
命
題
が
与
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
本
人
の
専
攻
は
社
会
学
で
あ
る
の
で
、
た
だ
宗
教
社
会
学

的
立
場
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
の
機
能
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
こ
の
命
題
を
消
化
す
る
よ
う
に
し
た
。
そ
し
て
こ
の
論
文
の
方
向
性
の
定

立
は
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
前
提
に
立
脚
し
た
。

第

一
に
、
キ
リ
ス
ト
教
は

一
方
的
に
西
欧
文
化
に
基
づ

い
て
い
る
と
い
う
点
。

第
二
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
母
体
で
あ
る
西
欧
文
化
自
体
が
病
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
は
あ
ま
り
に
固
随
で
あ

る
と

い
う
点
。

第
三
に
、
現
代
の
国
際
社
会
は
、
程
度
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
ど

の
地
域
で
も
、
洋
の
東
西
、
昨
日
と
今
日
の
文
化
が
重
田畳

(cu
ltu
ral　ov
erlap
)
し
て
お
り
、
価
値
判
断

の
基
準
が
曖
昧
で
あ
り
、
価
値
失
調
で
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と

い
う
点
。

第
四
に
、
古
代
、
中
世
、
近
代
お
よ
び
現
代
社
会
を
支
配
し
て
き
た
世
界
的
宗
教
が
キ
リ
ス
ト
教
、
仏
教
、

ム
ス
リ
ム
お
よ
び
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
世
界
的
宗
教
の
極
東
と
の
因
縁
が
疎
遠
で
あ
り
、
中
国
、
日
本
、
韓
国
は
ア
ジ
ア
に

お
い
て
極
め
て
重
要
な
比
重
を
占
め
て
い
な
が
ら
も
、
世
界
的
宗
教
を
誕
生
さ
せ
ず
に
い
た
と
い
う
点
な
ど
で
あ
る
。

特
定
の
宗
教
は
、
特
定
の
社
会
文
化
的
背
景
を
持

っ
て
い
る
と

い
う
点
は
至
極
常
識
的
な
事
実
で
あ
る
た
め
に
、
こ
れ
に
関
す
る

別
途
の
論
拠
は
必
要
で
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
論
題
に
対
し
て
は
、
以
上
の
四
つ
の
前
提
を
基
と
し
て
、
現
代
社
会
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の
社

会
文

化

的

状

況

と

キ

リ

ス
ト
教

の
機

能

上

の
問

題
点

の
根

源

が
何

で
あ

り

、

そ

の
解

答

を

ど

こ

で
探

さ
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
か

と

い
う

方

向

か

ら
接

近

す

る

こ
と

に

し

た

。

な

お

、

こ

の
論
文

の
流

れ
を

要
約

す

る

と

次

の
ご

と

く

で
あ

る

。

第

一
に

、

今

日

の
キ

リ

ス

ト

教

が

果

た

し

て
現

在

の
状

態

か
ら

(C
h
r
is
tia
n
ity
　
a
s
　s
u
c
h
)
ア
ジ

ア
共

同

体

の

形
成

と

宗

教

統

一
に

貢

献

し

得

る

か

否

か

と

い
う

側

面

を

省
察

し

、

第

二
に

、

も

し

貢

献

し

得

な

い
と

す

る

な

ら

ば

、

そ

の
理

由

は

何

で
あ

り

、

ど

の
よ
う

な
点

を

補

完

し

た

ら

よ

い

の
か

と

い
う

側

面
を

扱

う

こ
と

に
し

た

の

で
あ

る
。

〃4

 

二

現
代
キ
リ
ス
ト
教

の
諸
問
題
の
根
源

 

(
1
)

西
欧
文
化

の
運
命
と
機
能

 

西
欧
文
化
が
い
わ
ば
現
代
社
会
の
特
徴
を
養
成
し
て
き
た
と

い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
背
後
で
キ
リ

ス
ト
教
が
機
能
し
た

と
い
う
点
は
、
ウ

ェ
ー
バ
ー
(ζ

゜
W
eb
er)
の
言
葉
を
借
り
る
ま
で
も
な
く
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う

で
あ
れ
ば
、
西
欧
文
化
が
果
た
し
て
今
日
と
明
日
の
世
界
を
も
ち
こ
た
え
ら
れ
る
か
と
い
う
点
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
。

シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
は
既
に
、
「
西
欧
文
明
の
没
落
」
を
予
言
し
た
が
、
そ
の
文
明

の
没
落
は
多
分
に
文
化
の
没
落
ま
で
も
内
包
し

て
い
る
。
西
欧
文
化
の
特
徴
を
実
用
的
か

つ
合
理
的
な
面
に
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
没
落
す
る
運
命
に
あ
る
か
は

大
変
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
西
欧
文
明
の
没
落
を
予
言
し
な
が
ら
、
そ
の
視
線
を
東
洋
に
向
け
た
シ

ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
分
析
も
大
変

▼
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意
味
深
長
で
は
あ
る
が
、
深
奥
で
宗
教
的
直
観
を
持

っ
た
東
洋
文
化
か
ら
そ
の
解
答
を
探
そ
う
と
し
た
西
洋
人
は

い
く
ら
で
も

い
る
。

例
え
ば

「東
洋
に
お
い
て
は
、
宗
教
人
の
最
大
の
目
標
は
、
時
代
的
継
承
と
宇
宙
の
変
化
に
隠
さ
れ
て
い
る
全
宇
宙
の
総
合
に
あ

　
　

　

る
」
と
看
破
し
た
キ

ャ
ン
ベ
ル
や
、
「東
洋
の
宗
教
的
伝
統
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
も
の
も
の
し
い
心
情

の
原
理
と
相
当
な
水
準

　
ウ
ニ

の
虚
心
坦
懐
な
境
地
が
必
要
で
あ
る
こ
と
」
を
指
摘
し
た

フ
レ
ー
ジ
ャ
ー
を
は
じ
め
と
し
て
、
「西
洋
的
思
想
は
通
俗
的
で
あ
り
、

客
観
的
で
あ
り
、
ま
た
公
認
さ
れ
た
手
順
に
よ
る
確
認
を
指
向
す
る
の
に
反
し
て
、
東
洋
的
思
想
は
宗
教
的
直
観
と
霊
魂
的
総
合
の

　
ヨ

セ

実
現
を
指
向
し
て
い
る
」
と
見
た
ジ
ン
マ
ー
等
は
、
確
か
に
宗
教
的
現
象
と
関
連
し
て
、
西
洋
文
化
よ
り
も
東
洋
文
化
を
優
位
に
見

た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

ま
た
彼
ら
は
、
西
洋
文
化
の
劣
等
性
だ
け
を
指
摘
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
西
洋
文
化
に
基
づ

い
た
キ
リ
ス
ト
教
そ
れ
自

体
を
も
や
り
込
め
て
い
る
。

　
　

　

二
ー
チ

ェ
や
同
じ
く
ジ
ン
マ
ー
も

「
キ
リ
ス
ト
教
会
員
は
そ
の
行
い
に
お
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
個
人
的
希
望
に
お
い
て
も
、
非

キ
リ
ス
ト
教
会
員
と
何
ら
異
な
る
点
が
な
い
」
と
誹
誘
す
る
ほ
ど
に
、
西
洋
文
化
や
そ
れ
を
背
景
と
し
た
キ
リ

ス
ト
教
は
、
伝
統
的

西
欧
文
化
の
温
床
に
の
み
安
住
す
る
限
り
、
現
代
社
会
の
抱
え
て
い
る
諸
問
題
に
解
答
を
与
え
る
だ
け
の
力
を
持

っ
て
い
な
い
。

現
代
キ
リ
ス
ト
教
は
世
界
第

一
の
宗
教
と
し
て
の
位
置
を
占
め
て
い
る
が
、
イ
エ
ス
以
降
二
千
年
が
過
ぎ
た
今
日
ま
で
も
、
そ
れ

が
伝
播
し
た
地
域
の
分
布
や
そ
れ
が
収
容
し
た
世
界
人
口
の
比
率
を
見
る
と
、
ま
だ
ま
だ
限
定
さ
れ
て
い
る
と

い
う
事
実
を
発
見
す

る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
の
母
体
で
あ
る
西
欧
の
社
会
や
文
化
圏
内
に
お
い
て
す
ら
、
宗
教
と
し
て
の
機
能
が
弱
体
化
し
て
い
る
と

い

う
事
実
は
、
大
変
深
刻
な
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

宗
教
と
社
会
と
文
化
は
互
い
に
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
主
張
を
疑
い
な
し
と
し
て
受
け
入
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
具
体
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的
に
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
と
文
化
と
い
う
観
点
か
ら
極
東
の
三
国
に
照
明
を
当
て
て
み
る
と
、
問
題
は
少
し
異

な

・
て
く
る
で
あ
ろ

え

す
な
わ
ち
、
日
本
は
東
洋
で
も
社
会
、
文
化
的
に
最
も
西
洋
化
し
て
い
な
が

ら
、
キ
リ
ス
ト
教
は
極
度
に
微
弱
で
あ
り
・
そ

つ

か
と
憂

ば
、
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
韓
国
は
、
呆

と
比
べ
て
も

・
と
少
な

く
西
洋
化
し
た
し
・
ま
た
中
国
は
キ
リ
ス
ト
教

や
西
洋
化
か
ら
は
ま
だ
遠
い
彼
方
に
あ
る
.」
と
を
見
る
と
き

(も
ち
ろ
ん
共
産
主
義

と

い
う
理
念
の
障
壁
の
た
め
で
も
あ
る
が
)
・

現
代
キ
リ
ス
ト
教
(C
h
ristian
ity
as
su
ch
)
の
伝
播
力
や
世
界
性
に
は
相
当
な
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

キ
リ
ス
ト
教

の
究
極
的
目
標
が
神

の
創
造
理
念
、
す
な
わ
ち
地
上
天
国
と
天
上
天
国
の
実
現
に
あ
戊

そ
れ
が
社
会
文
化

的
に
力

 動
的
機
能
を
持

っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
は
よ
り
強
力
な
伝
播
力
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

ま

た
そ
れ
自
体
や
そ
れ

を
胚
胎
し
た
文
化
が
伝
播
さ
れ
た
地
域
や
集
団
や
個
人
に
お
い
て
は
、
キ

リ
ス
ト
教
が
主
張
す
る
創
造
理
念
が
た
と
え
少
し
つ

つ
で

あ

っ
た
と
し
て
も
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
キ

リ
ス
ト
教
や
そ

の
文
化
を
収
容
し
た

社
会
に
お
い
て
、
ど

の
よ
う
に
歴
史
が
前
進
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
後
退
し
て
い
る
の
か
を
分
別
し
に

く
く
な
る
と
い
う
こ
と

は
、
相
当
な
自
己
矛
盾
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

。
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
文
化
的
機
能
の
上
で
何
か
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
問
題
の
根
源
は
・
そ
れ
を
胚
胎
し
た

西
洋
文
化

の
偏
向
性
か
ら
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
髪

ら
れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
が
文
化
の
障
壁

体
制

の
障
壁
・
理
念
の
障
壁

を
警

て
拡
散
す
る
。
と
の
で
き
る
強
力
な
浸
透
力
を
持

つ
た
め
に
は
、
東
洋
文
化
の
土
壌
か

ら
再
培
養
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
よ

ス
ト

.
ト
・
ル
チ
は

「キ
リ
ス
ト
教
と
西
洋
文
化
は
あ

ま
り
に
も
不
可
分
的
に
絡
み
合

っ
て
い
る
の
で
・

他
の
文
化

の
下
に
い
る
人
た
ち
に
、
キ
リ
ス
ト
教
会
員
と
し
て
自
分
の
信
仰
を
そ
の
ま
ま
話
し
て
や

る
・
と
が
で
き
ず
・
ま
た
他
の

文
化
の
下
に
あ
る
人
は
、
彼
自
身
が
西
洋
世
界
の

天

に
な
ら
な
毛

は
、
キ
リ
ス

ト
に
つ
い
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
ま
で
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で
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る

。
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(
2
)

西
洋
文
化
自
体

の
病
理
と
キ
リ
ス
ト
教
の
固
随
性

「現
代
世
界
を
悩
ま
す
社
会
内
お
よ
び
社
会
間
の
問
題
の
多
く
は
、
そ
れ
ら
の
沈
黙
と
陳
述
形
態
の
多
く
を

、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

価
値
の
制
度
化
過
程
に
負

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
苦
悩
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
制
度
化
の
歴
史
的
な
影
響

の
程
度
で
は
な
い
。」

マ
さ
へ

 

(T

・
パ
ー
ソ
ン
ズ
)

文
化
は
確
か
に
生
成
し
ま
た
死
滅
す
る
。
た
だ
し

一
つ
の
文
化
が
萎
む
と
き
、
そ
の
文
化
に
は
い
ろ
い
ろ
な
病
理
が
発
生
す
る
こ

と
も
歴
史
を
通
じ
て
よ
く
経
験
さ
れ
て
き
た
。
今
日
、
西
洋
文
化
が
病
ん
で
い
る
と

い
う
点
を
指
摘
す
る
人
は
あ
ま
り
に
も
多

い
。

新
教
の
倫
理
は
資
本
主
義
を
可
能
に
し
た
。
経
済
、
保
健
、
教
育
の
向
上
と
、
市
民
権
と
機
会
の
均
等
、
さ
ら
に
個
入
お
よ
び
集

団
結
社

の
自
由
と
自
律
性
な
ど
、
す
べ
て
の
価
値
あ
る
も
の
の
向
上
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
が
絶
対
的
に
貢
献
し
た
と
い
う
こ
と

は
確
実
な
る
事
実
で
あ
り
、
右
で
引
用
し
た
パ
ー
ソ
ン
ズ
の
指
摘
の
よ
う
に
、
現
代
の
西
欧
的
社
会
の
す
べ
て
の
社
会
問
題
が
、
キ

リ
ス
ト
教
の
歴
史
的
な
影
響
に
起
因
す
る
と
分
析
す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
社
会
問
題
の
責
任

を
キ
リ
ス
ト
教
に
追
及
す
る
の
は
穏
当
で
は
な
い
。

キ
リ
ス
ト
教
は
確
か
に
歴
史
を
通
じ
て
貢
献
し
て
き
た
し
、
今
も
貢
献
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
過
ぎ
去

っ

た
日
の
キ
リ
ス
ト
教
の
機
能
が
弱
化
し
て
い
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
見
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
が
な
ぜ
多
く
の
社
会
問
題
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
惰
弱
で
あ
り
、
機
能
を
果
た
さ
な

く
な

っ
た
の
か
を
問
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
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西
欧
文
化
に
助田
め
置
く
。
・
が
で
き
な
い
ほ
ど
霧

し
た
社
会
問
題
は
、
産
業
化

都
花

大
衆
社
会
化

過
程
で
不
可
避
的
に

発
生
す
る
問
題
で
あ
吹

同
質
の
社
△云
問
題
は
、
西
欧
社
会
に
非
常
に
追
い
つ
い
て

き
て
い
・
東
窪

A云
で
も
現
れ
て
い
る
が
・
そ

れ
に
対
す
る
解
決
策
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。

成
長
の
北.
景
、
な

っ
た
西
欧
文
化
自
体
が
病
ん
で
い
・
た
め
に
、
そ
の
中
で

と
も
に
成
長
し
て
き
た
キ
リ

ス
ト
教
自
身
も
病
ん
で

い
た
と
見
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
か
.
現
代

の
世
界
が
抱
い
て
い
・
す
べ
て
の
社
会

問
題
に
対
・
て
・
世
界
釜

の
宗
教
で
あ
る
キ

,
ス
ト
教
が
処
方
を
出
す
。
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
人
類

の
垂

は
挫
折
す
る
し
か
な
い
し
・
現
存
す
る
他

の
ど
ん
な
世
界
的
宗
教

に
も
そ
の
馨

を
要
求
す
る
三

は
難
・
い
.
仏
教
も
、
ム
ス

・
ム
も
、
ヒ
ン
ド

・
訣

も
・
そ
の
処
方
を
持

っ
て
い
な

い
よ
う
に

見

え
る
.
な
ぜ
な
ら
ば
、
。
れ
ら
の
す
べ
て
の
宗
教
は
年
を
多
≦

・
て
い
る
し
、
そ
の

出
発
の
背
景
と
な
・
て
い
た
社
会
と
文
化

変

.
日
の
社
△
云
文
化
と
は
全
然
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
た
め
に
、
そ
の

・
う
な
固
随
な
宗
教
は
・
形
を
甕

改
革
さ
れ
な
い
賢

現
代
社
会
の
諸
問
題
に
つ
い
て
は
何
ら
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。

一
三
口
で
三.守
え
ば
、
Aフ
日
人
類
が
持

っ
て
い
る
世
界
的
宗
教
は
、
あ

ま
り
に
も
亨

無
気
力
で
あ
る
・
こ
れ
ら

が
こ
の
よ

う
に
古
く

な
。
ま
で
の
二
千
年
も
の
間

ど
う
し
て
・
れ
・
を
統
合
し
て
対
処
す

る
宗
教
奮

三

な
か

・
た
の
か
と
童

る
と
・
不
可
思
議

に
思

え
る
.
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
を
見
て
も
、
旧
約
時
代

(
ユ
ダ
ヤ
教
)
か

・
新
約
時
代

(キ
・
ス
ト
教
)
を
経

て
・
+
⊥ハ
世
紀
に
生

き
た
ル
タ
⊥

面

八
三
⊥

五
四
六
)
・
カ
ル
ヴ
ィ
ン

(
一

五
・
四
⊥

ハ
四
)
以
来
、
旧
態
以
前
と
し
た
内
容
で
・
な
ぜ
革
新
し

 な
か

っ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。

〃8

士

ハ
世
紀
の
社
△
云文
化
と
A.
日
の
社
△云
文
化
は
書

別
個
の
も
の
で
あ

・
.
そ
の
た
め
に
・
含

の
キ
リ
ス
ト
教
が
力
動
的
な
機

 能
を
尽
く
す
た
め
に
は
、
現
代
社
△
云墓

と
し
て

蓋

新
の
陣
痛
を
な

め
な
い
限
り
・
そ
れ
以
上
人
類
の
宗
教
と
し
て
受
け
入
れ

 

ア

イ⊥

ら
れ
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

宗
教
の
社
会
学
的
分
析
に
貢
献
し
た
デ

ュ
ル
ケ
ム
は
、

一
八
五
八
年
に
出
生
し
て

一
九

一
七
年
に
死
亡
し
た
。
当
時
の
社
会
だ
け

を
見
て
も
、
今
日
の
社
会
と
は
大
い
に
異
な

っ
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
は

「す
べ
て
の
神
は
あ
ま
り
に
も
老

い
た
か
、

へ
　

り

ま
た
は
既
に
死
ん
だ
た
め
に
、
他

の
神
が
出
現
し
な
か
っ
た
」
と
指
摘
し
な
が
ら
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

へ
の
案
内

の
た
め
の
新
し

い

理
念
と
新
し
い
公
式
が
形
成
さ
れ
る
創
造
的
余
分
の
日
が
臨
む
こ
と
を
予
言
し
た
の
で
あ
る
。

「神
が
死
ん
だ
」
と
い
っ
た

こ
ー
チ

ェ
の
主
張
も
、
こ
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
社
会
と
文
化

は
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
常
に
変
わ
っ
て
い
る
た
め
に
、
昔
の
予
言
者

の
教
訓
に
従

っ
て
行
お
う
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
現

象
は
現
社
会
に
は
な
く
、
ま
た
適
合
し
な
い
場
合
が
数
多
く
あ
る
。
故
に
真
理
と
は
、
す
べ
て
の
時
代
を
通
じ
て
人
類
に

一
度
だ
け

現
れ
る
絶
対
不
変

の
も
の
で
は
な
く
、
新
し
い
社
会
、
新
し
い
文
化
の
進
化
と
と
も
に
成
長
す
る
の
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ド

・
ク
ル
ッ

ヘ
フ

　

ク

ホ

ー

ン

の

言

う

よ

う

に

、

時

代

に

ふ

さ

わ

し

く

、

わ

れ

わ

れ

の
経

験

を

豊

饒

に

す

る
　
r
d
e
s
ig
n
　
fo
r　
liv
in
g
」

を

提

示

す

る

こ

と

が

で
き

る
と

き

に

、

初

め

て
そ

の
宗

教

は
実

存

世

界

(a
s　
it　
r̀
e
a
11y
'　
is
)

に
適

用

す

る

こ

と

の
で

き

る

力

動

的
機

能

を

発

揮

す

る

こ

と

が

で
き

る

で
あ

ろ
う

。
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(
3
)

文
化
重
畳
と
価
値
基
準

の
喪
失

 

今
日
の
世
界
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
ど
の
社
会
も
東
洋
と
西
洋
、
昨
日
と
今
日
の
価
値
が
重
田畳
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
価
値

の
基
準
が
曖
昧
に
な

っ
て
、
社
会
は
極
度
の
解
体
現
象
を
露
呈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
化
重
田畳
と

い
う
重

要
な
要
因
は
、
通
信

と
運
輸
の
発
達
に
よ

っ
て
急
速
か

つ
広
範
囲
に
現
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
上
に
世
界
人
口
の
都
市
化
と
、ま
た
産
業
化
の
拡
散
に
よ

っ
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て
、

A
.
日

の
社

会

、
文

化

的
状

況

は

、

二

+

世
紀

後

半

に

入

・
て
全

く

別

個

の
も

の
と

し

て
展

開

さ

れ

て

い

る
・

そ
れ
に
反
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
は
じ
め
と
し
た
世
界
の
大
宗
教
は
、
す
べ

て
・霧

社
会
を
そ
の
背
景
と
し
て
萱

人
。
が
膨

満
し
た
A.
日
の
都
市
社
△
云
で
の
秩
序
と
人
間
関
係
の
類
型
を
全
慈

像
す

・
三

が
で
き
な

い
状
態
で
形
成
さ
れ
た
た
め
に
・
現
代

社
会
が
抱
え
て
い
る
問
題
に
処
方
を
出
す
こ
と
が
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

文
化
重
、豊
の
様
式
に
は
、
混
△只

保
荏

折
衝

蓉

、
褻

墾

な
ど
い

ろ
い
ろ
な
段
階
・
様
式
が
あ
る
・
そ
れ
ら
は
各
社

会
と
そ
の
時
占
川に
よ
っ
て
程
度
を
異
に
・
て
い
る
が
、
他

の
文
化
に
よ
る

;

の
文
化

の
克
服
で
は
な
く
て
・
他
の
文
化
に
照
明
さ

れ
た
自
己
文
化
の
反
省
と
、
新
・
い
価
値

新
・
い
固
有
の
文
化
の
創
造
に

・

・
て
・
そ
の
中
で
の
矛
盾
を
克
服
し
て
ゆ
三

と
も

で
き
る
が
、
そ
の
過
程
で
は
、
価
値
基
準
が
喪
失
さ
せ
ら
れ
・
ほ
か
は
な
い
.
今

日
の
輩

社
会
は
ち
・
う
ど
こ
の
よ
う
な
過
程

で
坤
吟
し
て
い
る
の
で
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

世
界
が
共
通
し
て
経
験
し
て
い
る
・
の
文
化
轟

の
問
題
を
蟹

す
・
た
め
に
は
・
ど
れ

か

;

の
文
化

に
よ
る
他

の
文
化
の
克

服
、
い
う
方
向
か
ら
馨

を
求
め
・
う
と
す
る
・
り
も
、
そ
れ
ら
を
総
合
し
て
統

一
す

る
と
い
う
方
向
か
ら
解
答
を
求
め
る
方
が
よ

り

賢

明

で
あ

る

と

考

え

ら

れ

て

い
る

。

120

。
の
、
う
に
見
る
と
き
、
過
去
に
西
洋
で
花
を
咲
か
せ
た
キ

・
ス
誠

を
東
洋
文
化
に
・
・
て
復
活
さ
せ
る
三

を
通
じ
て
・
世

界
や
社
△云
が
抱
い
て
い
る
諸
問
題
の
解
決
を
試
図
す
・
方
が
賢
明
で
あ

り
、
ま
た
最
も
可
能
的
な
努
力
で
は
な

い
か
と
髪

ら
れ
る

の
で
あ
る
.
。
の
、
う
な
発
想
は
あ
ま
り
に
も
我
田
引
水
的
で
あ

・
か
も
知
れ
な
い
が
、
言

の
西
洋
文
化
の
影
響
に
よ
る
諸
般
の

社
会
文
化
的
な
問
題
の
慈

を
の
ぞ

い
て
見
る
・
ミ

そ
れ
は
相
当
な
可
能
性

を
示
唆
す
・
も
の
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
゜

 価
値
に
は
中
心
価
値

(C
en
tra
l
V
a
lu
e)
と
周
辺
価
値
(ぎ

薔

く
量

と
が
あ
・
が
・
忠

価
値
は
主
に
信
念

(bd
豊

 

T

λ
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や
家
庭
規
範
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
中
心
価
値
が
揺
れ
る
と
き
、
社
会
文
化
的
現
象
に

大
き
な
動
揺
が
起
こ
る
。
今
日
の
諸
般
の
社
会
問
題
中
最
も
原
初
的
な
も
の
は
、
家
庭
倫
理
の
無
力
化
な

い
し
は
破
綻
に
あ
り
、
こ

れ
が
今
日
の
社
会
解
体
の
具
体
的
か
つ
直
接
的
な
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
が
個
人
の
解
放
と
救
援
に
貢
献
し
、
神
の
国
の
建
設
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
大
変
積
極
的
な
貢

献
で
あ

っ
た
が
、
具

体
的
な
家
庭
倫
理
や
神
が
宿
り
得
る
家
庭

の
建
設
等
に
関
し
て
は
、
多
少
等
閑
で
あ

っ
た
と
見
る
ほ
か
は
な
い
。
イ
エ
ス
自
身
が
独

身
で
あ

っ
た
し
、
使
徒
パ
ウ
ロ
も
な
る
べ
く
な
ら
ば
結
婚
し
な
い
方
が
よ
い
と
言
い
、
ま
た
離
婚
を
禁
じ
な
が
ら
も
例
外
条
項
を
お

い
て
お
り
、
父
母
を
敬
え
、
子
女
を
愛
せ
よ
と

い
う
極
め
て
抽
象
的
で
あ
ま
り
に
も
当
然
な
教
え
の
ほ
か
に
は
、
家
庭
倫
理
の
重
要

性
を
指
摘
し
た
内
容
は
聖
書
全
体
を
通
じ
て
み
て
も
あ
ま
り
に
少
な
い
。

今
日
の
キ
リ
ス
ト
教
が
、
家
庭
破
綻
で
特
徴
づ
け
ら
れ
て
い
る
現
代
社
会
の
問
題
に
対
し
て
処
方
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

い

う
点
と
、
今
日
の
世
界
が
抱
え
て
い
る
最
も
中
心
的
な
社
会
問
題
が
、
キ
リ
ス
ト
教

の
成
長
し
た
西
欧
的
特
徴

を
持

っ
て
い
る
と

い

う
点
は
、
わ
れ
わ
れ
に
相
当
な
何
か
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
西
欧
文
化
の
特
性
に
比
し
て
、
東
洋
文
化
の
核
心

は
忠
と
孝
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
個
人
と
個
人
、
個
人
と
家
庭
、
個
人
と
国
家

の
秩
序
を
分
明
に
叙
述
し
な
が
ら
も
、
ど
こ
ま
で
も

　
き

い

家
庭
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
今
日
の
社
会
文
化
的
な
諸
問
題
を
治
癒
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
家
庭
倫
理
に
対
す
る
福
音
を
再

整
理
し
て
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
す
る
と
き
に
初
め
て
、
世
界
的
宗
教
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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(4
)

極
東

の
文
化

と
人

口
の
比
重

中
甲

呆

、
韓
国
を
忠

と
し
た
極
東
で
は
、
い
ま
だ
世
界
的
宗
教
を
つ

く
り
だ
し
た
・
と
が
な
か
・
た
・
ま
た
ど
の
世
界
宗

教
も
本
格
的
に
は
受
け
入
れ
な
い
ま
ま
沈
黙
だ
け
を
守
っ
て
き
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
世
界
笙

の
宗
教
で

あ
り

な
が
ら
・
韓
国
を
除

い
て

は
ど

こ
に

も

そ

の
両

足

を

お

い

て

い
な

い
。

ま
た
中
票

根
源
と
な
る
東
洋
の
田
心想
は
延
・
と
し
て
持
続
し
て
お
り
、
中
国
系
人
・
は
世
界
人
。
の
四
分

空

を
超
過
し
て
い

る
と

い
う

点

か

ら
見

て
も

、

現
在

、

キ

リ

ス
ト

教

は

そ

の
制

限
性

を

克

服

で
き

て

い
な

い
。

。
の
よ
、つ
な
、
世
界
宗
教
が
中
国
大
陸
に
入

っ
て
く
る
・
と
が
で
き
な
か

・
た
立
場
に
、
共
肇

義
が

入

・
て
き
て
こ
れ
を
占
領

し
た
.
北
韓
も
同
じ
で
あ
る
.
し
か
し
、
厳
密
な
意
味
で
は
共
産
王
義

も

;

の
宗
教
で
あ
る
と
多
く
の
炬
が
主
張
し
て
い
る
が
・

、.
の
共
肇

義
が
人
。
分
布
と
農

で
見
る
と
き
、
極
東

の
多

く
の
部
分
を
占
領
し
て
い
る
の
で
・
現
代
キ
リ

ス
ト
教
が
神
の
国
を

建
設
す
る
真
な
。
世
界
宗
教
と
な
る
た
め
に
は
、
極
東
文
化
と
調
和
し
な
が
ら
共
肇

蓼

克
服
し
得

る
よ
う

に
改
造
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
そ

つ
で
な
い
限
り
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
は
、
人
類
を
救
援
し
て
地
上
天
国
を
建
設
し

よ
う
と
す
る
神

の
轟

の
主
役
と
は

な

り
得

な

い
の

で

あ

る

。

事
実
上
、
共
肇

義
が
中
国
の
た
め
の
福
音
で
な
い
と
い
う
証
拠
は
、
今
旱

国
人
自
身
に

よ

・
て
提
示
さ
れ
て
い
る
・
強
力
な

共
董

義
な
い
し
は
社
会
王
義
の
統
制
下
に
お
い
て
も
、
男
児
遊
好
思
想
豪

父
長
的
権
威
嚢

的
家
族
体
制

は
中
国
社
会
に
そ
の

ま
ま
残
っ
て
お
り
、
中
国
文
化
を
変
化
さ
せ
る
、・
と
は
で
き
な
か
・
た
.

ま
た
そ
れ
は
中
国
の
大
衆
社
会
建
設
と
貧
困
か
ら
の
脱
皮

に
も
貢
献
す
る
。
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
ド
イ
・
の
理
想

王
義
哲
学
と
・
ル
ヴ
・
ン
主
義
の
影
響

を
受
け
た

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
は
・
中
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国
に
上
陸
し
て
か
ら
わ
ず
か
三
十
余
年
の
間
に
、
徐
々
に
排
斥
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
は
っ
き
り
と
見
て
と
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
実
は
直
ち
に
、
極
東
の
文
化
す
な
わ
ち
中
国
の
伝
統
文
化
が
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
を
も

っ
て
し
て
も
克
服
さ
れ
得

ず
、
ま
た
共
産
主
義
を
も

っ
て
し
て
も
克
服
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
従

っ
て
、
今
や
中
国
の
伝
統
的
文
化
と
キ
リ
ス

ト
教
の
福
音
が
よ
く
融
和
さ
れ
た
新
し
い
福
音
、
新
し
い
キ
リ
ス
ト
教
と
し
て
の
改
造
作
業
が
必
要
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

セッションNキ リス ト教部門

三

現

代

キ

リ

ス
ト
教

の
社

会

文

化

的

当

面

課

題

(1
)

キ
リ
ス
ト
教
自
体
の
革
新

以
上
で
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
問
題
の
根
源
が
何
か
を
診
断
し
て
み
た
が
、
今
ま
で
の
内
容
を

一
言
で
要
約
す
る
と
、
キ
リ
ス

ト
教
は
革
新
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
自
体
の
革
新
が
な
く
て
は
、
ア
ジ
ア
共
同
体
構
想
と
宗
教
統

一
と
い
う
膨
大
な
課
題
を
成
就
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
革
新
は
ど
ん
な
方
向
で
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
文
化
は

(皆
地
方
的
特
色
を
持

っ
て
は

い
る

が
)
、
必
ず
西
洋
文
化
と
東
洋
文
化
に
分
け
て
分
析
さ
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
西
洋
文
化
に
お
い
て
形
成
さ
れ
成
長
し
た
キ
リ

ス
ト

教
の
東
洋
哲
学
的
解
釈
と
、
東
洋
思
想
の
聖
書
的
解
釈
が
、
感
性
と
悟
性
で
無
理
な
く
収
容
さ
れ
る
よ
う
に
再
整
理
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
そ
れ
は
新
し
い
価
値
観
、
新
し
い
文
化
形
成

の
原
動
力
と
な
り
得
る
水
準
と
方
向
に
向
か
っ
て
な
さ
れ

る
べ
き
も

の
で
あ
る
。

故
に
聖
書
の
個
々
の
句
節
と
表
現
に
だ
け
縛
り
付
け
る
の
で
は
な
く
、
聖
書
全
体
に
流
れ
る
神
の
摂
理
を
、
哲
学
と
神
学
だ
け
で
な
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く
、
そ
の
他
の
社
会
科
学
的
理
論
と
方
法
論
に
よ

っ
て
再
構
成
し
、
地
上
天
国
建
設
の
青
写
真

と
し
て
の
ソ
ー
シ
ャ
ル

・
セ
オ
リ
ー

を
提
示
す
る
作
業
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

聖
書
の
未
完
成
性
は
イ

エ
ス
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
。
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
十
六
章
十
二
、
十
三
節
で

「わ
た
し
に
は
、
あ
な

た
が

た

に
11nn
,つ
べ
き

・
と

が

ま

だ

多

く

あ

る
が

、

あ

な
た

が
た

は
今

は
そ

れ

に
警

ら

れ

な

い
・

け

れ

ど

も

亘
ハ理

の
御

霊

が
来

る

時

に
は

、

あ

な

た

が

た

を

あ

ら

ゆ

る
真

理

に

導

い

て
く

れ

る

で
あ

ろ
う

。

そ

れ

は

自

分

か

ら

語

る

の
で

は

な

く

、

そ

の
聞

く

と

こ

ろ
を

語

り

、
き

た

る

べ
き

事

を

あ

な

た

が

た

に

知

ら

せ

る

で
あ

ろ
2

と

・一・・
わ

れ

て

お
り

、

二

五
節

で

は

「
私

は

こ

れ

ら

の

こ
と

を

比

喩

で
話
し
た
が
、
も
は
や
比
喩
で
は
話
さ
な
い
で
、
あ
か
ら
さ
ま
に
、
父
の
こ
と
を
あ
な
た
が
た
に
話
し
て
聞
か

せ
る
時
が
来

る
で
あ

ろ
う
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
ゆ

ぜ

ま
た
ウ
エ
ー
バ
ー
は
、
宗
教
の
過
程
は
人
間
を
迷
夢
か
ら
覚
ま
さ
せ
る
過
程
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

マ
ジ

ッ
ク
は
宗
教
的
段
階

を
経
て
科
学
的
水
準
に
到
達
す
る
必
然
性
を
指
摘
し
た
。

〒

筥

も

茜

洋
の
精
神
史
に
お
い
て
・
人

間
存
在
は
三
つ
の
継
承
的

段
階
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
霊
魂
と
し
て
の
人
間
、
人
格
と
し
て
の
人
間
、
機
能
と
し
て
の
人
間

へ
と
発
展
し
て
、
神

の
た
め
の
奉
仕
者
に
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

124

要
す
る
に
、
高
度
の
科
学
時
代
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
文
化
が
融
合
し
得
る
方
面
に
向
け
て
、
現
代
キ

リ
ス
ト
教
の
科
学
化
が
必
要
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
る
。

　
　

り

、三

で
再
び
デ

ュ
ル
ケ
ム
の
言
葉
を
し
ば
ら
く
借
り
て
み
よ
う
。彼
は
哲
学
と
科
学
が
宗
教
か
ら
生
ま
れ
た

の
を
指
摘
し
な
が
ら
・

 そ
の
理
由
を
、
宗
教
は
科
学
と
折
。学
の
代
わ
り
に
出
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
宗
教
は
初
期
段
階
の
哲
学

と
科
学

で
あ
る
と
主
張
し
た
・

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
宗
教
は
わ
れ
わ
れ
の
知
的
生
活
を
支
配
す
る
基
本
的
な
概
今
ぺ

す
な
わ
ち
時
間
、
空
間
、
階

層
、
数
、
原
因
、

T

1
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本
質
、
入
格
、
自
然
、
生
と
死
な
ど
の
す
べ
て
の
基
本
概
念
を
支
配
す
る
た
め
に
、

見
な
が
ら
、
宗
教
と
科
学
の
不
可
分
離
性
を
強
調
し
た
か
ら
で
あ
る
。

科
学
の
基
本
的
概
念
は
宗
教
か
ら
起
源
す
る
と

(2
)

社
会
統
合
機
能
の
補
強

　
は

　

現

代
社

会

は

、
急

進

的

な
都

市

化

と

産

業

化

と

西

欧

化

の
波

に
よ

っ
て
極

め

て
激

し

い
解

体

現

象

を

現

し

て
お

り

、

こ

の

よ

う

な

急

激

な
社

会
変

動
と

文

化

変

動

の
中

で

人

間

は

心
理

的

、
精

神

的

、
社

会

的
不

適

応

症

に
苦

し

め
ら

れ
、

そ

こ

で

は
あ

ら

ゆ

る

社

会

問

題

が
発

生

す

る

ほ

か

は

な

い
。

し

か

し
、

い
か

に
都

市

化

と

産

業

化

が

急
速

度

に

進

行

す

る

と

し

て

も

、
社

会

を

形

成

す

る

い
ろ

い
ろ

な

サ

ブ

・
シ

ス
テ

ム
が

釣

り

合

っ
て
機

能

を
果

た
す

こ
と

が

で

き

る

な

ら

ば

、

そ

の
被
害

を

最

少
限

度

に
と

ど

め

る

こ
と

も

で
き

る

の

で
あ

る

。
社

会

解

体

の

旦
ハ体

的

な

過

程

は

、

①

諸

サ

ブ

・
シ

ス

テ

ム
間

の
競

争

(C
o
m
p
et
itio
n
)　
と

葛

藤

(C
o
n
flic
t
)
②

ま

た

は
あ

る
特

定

の

サ

ブ

・
シ

ス

テ

ム

が

他

の
サ

ブ

・
シ

ス

テ

ム
よ

り

オ

ー

バ

ー

・
パ

フ

ォ
ー

ム
す

る
と

か

、

ア

ン
ダ

ー

・
パ

フ

ォ
ー

ム

す

る

と

き

③

ま

た

特

定

の

サ

ブ

・
シ
ス
テ
ム
や
規
範
が
過
度
に
守
ら
れ
る
と
き
ー

に
急
激
に
起
こ
る
と
見
て
い
る
。

、

こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
が
現
代
社
会
に
入
っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
サ
ブ

・
シ
ス
テ
ム
を
補
強

す
る
よ
う
な
機
能
の
向
上
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
宗
教
の
社
会
的
役
割
の
中
の

　
つ
は
、
「
社
会

　
バ

　

 

衡
平
を
維
持
」
す
る
機
能
で
あ
る
が
、
現
代
社
会
に
お
け
る
成
長
指
向
的
経
済
価
値

の
輻
較
と
政
治
的
理
念

の
横
暴
、
二
十
世
紀
的

社
会
変
動
過
程
で
の
文
化
的
機
能
の
弱
化
な
ど
の
渦
中
に
お
い
て
、
世
界
的
宗
教
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
果
た
し
て
十
分
な
機

能
を
果
た
し
得
た
か
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
こ
で
、
社
会
統
合
の
側
面
と
し
て
は
、
機
能
的
統
合
、
規
範
的
統
合
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ

ョ
ン
の
統
合
を
挙
げ
て
い
る
が
、
要

す
る
に
現
代
キ
リ
ス
ト
教
は
、
教
派
主
義
、
個
教
会
主
義
を
指
向
し
、
超
教
派
的
な
力
と
機
能
を
統
合
し
て
、
他
の
サ
ブ

・
シ
ス
テ

ム
に
対
抗
し
得
る
よ
う
に
、
力
を
養
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
緩
ん
だ
規
範
を
再
定
立
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
現
代
的
諸
規

範
を
創
出
す
る

一
方
、
す
べ
て
の
宗
教
人
と
非
宗
教
人
、
す
べ
て
の
文
化
圏
の
現
代
人
が
互
い
に
疎
通
し
得
る
宗
教
的
言
語
を
、
新

し
い
啓
示
に
よ
っ
て
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
て
い
る
。

(
3
)

社
会
病
理
治
癒
の
処
方
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現
代
社
会
の
疾
病
は
、
二
つ
の
次
元
に
区
分
し
て
診
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
貧
困
、
資
源
不
足
、
暴
増

す
る
人
口
、
環
境
の

破
壊
、
食
糧
不
足
な
ど
は
国
家
的
次
元
に
属
す
る
問
題
で
あ
り
、
離
婚
、
青
少
年
の
犯
罪
お
よ
び
否
定
的
な
諸
般
離
脱
行
動
、
人
格

の
分
裂
な
ど
は
家
庭
的
次
元
の
問
題
で
あ
る
。

以
上
の
二
つ
の
次
元
か
ら
見
て
、
現
代
社
会
が
持

っ
て
い
る
す

べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教

は
聖
書
の
句
節
以
上

の
こ
と
は

一
言
も
提
供
で
き
な
い
で
い
る
の
を
否
定
す
る
人
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
家
的
次
元
の
問
題
に
分
類
さ
れ
る
諸
般
問
題
の
根
源
が
人
口
暴
増
に
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保
守
的
教
派
は
も
ち
ろ
ん
、

人
口
対
策
と
は
反
対
の
処
方
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
う
で
な
い
教
派
で
は
継
続
し
て
沈
黙
だ
け
を
守

っ
て
お
り
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教

は
環
境
破
壊
、
資
源
の
浪
費
、
食
糧
不
足
な
ど
の
人
類
生
存
の
問
題
に
つ
い
て
全
く
処
方
を
出
し
て
い
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
家
庭
的
次
元
で
惹
起
さ
れ
る
諸
般
の
問
題
に
対
し
て
も
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
は
千
九
百
年
以
前
に
書
か
れ
た

聖
書
の
句
節
以
上
の
処
方
を
出
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
大
変
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。

丁

ユ

ドふ
ら

た

ヘ

 ハ
ー
ヴ

ェ
イ

・
コ

ッ
ク

ス

の

説

明

を

借

り

る

と

、

教

会

は
神

の
前

衛

隊

と

し

て

、

「
デ

ィ

ア

コ

ニ

ァ
」

(D
ia
k
o
n
ia
)
的

機

能

、

す

な

わ

ち

都

市

の
傷

口
を

治

癒

す

る
奉

仕

と

、
新

し

い
社

会

の
性

格

を

提

示

し

て

、
人

間

都

市

を

見

え

る

よ

う

に
す

る

「
コ
イ

ノ

ニ
ア
」

(K
o
in
o
n
ia
)
的

機

能

と

、

社

会

の
宣

布

的

機

能

で
あ

る

「
ケ

リ

rl
グ

マ
」

(K
e
r
y
g
ヨ
餌
)

的

機

能

を

代

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

提

唱

し

て

い
る

。

こ

の
よ

う

な

す

べ
て

の
機

能

を

円

満

に

遂

行

す

る

た

め

に
、

現

代

キ

リ

ス
ト

教

は

、
終

末

的

社
会

(e
s
c
h
a
to
lo
g
ic
a
l　
c
o
m
m
u
n
ity
)

に
実

用

さ

れ

る

新

し

い
時

代

の
精

神

、

新

し

い
生

活

の

ス

タ
イ

ル
を

何

時

で
も

一
足

先

に

人

類

に

提

示

し

、

未

来

指

向

的

な

神

の
倫

理
を

提

示

す

る

こ
と

が

で
き

な

け

れ

ば

な

ら
な

い
。

セッション1Vキ リス ト教部門

(
4
)

唯
物
論

の
克
服

の
た
め
の
武
器
と
行
動

今
日
の
世
界
は
、
大
き
く
唯
物
論
に
基
づ
い
た
共
産
主
義
社
会
と
、
唯
心
論
に
基
づ
い
た
自
由
陣
営
と
に
二
分
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
こ
と
は
ま
た
、
現
代
の
人
類
の
存
亡
を
脅
威
に
さ
ら
し
て
い
る
。
故
に

「唯
物
論
に
基
づ
い
た
共
産
主
義
は
唯
神
論
に
基
づ
い
た

キ
リ
ス
ト
教
思
想
と
は
決
し
て

一
致
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
鑑
み
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
共
産
主
義
と
の
闘
争
に
必
ず

　じ

 勝
利
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
当
為
性
を
持

つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

キ
リ
ス
ト
教
の
地
上
で
の
究
極
的
目
標
と
終
着
駅
が
、
地
上
の
平
和
と
人
類

の
統

一
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
は
こ

の
よ
う
に
二
つ
の
思
想
に
分
裂
し
た
世
界
を

一
つ
に
統
合
し
得
る
理
論
的
武
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
実
行
に
お
い
て
積

極
的
か
つ
主
導
的
な
行
動
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
共
産
主
義
に
対
す
る
盲
目
的
な

反
対
で
も
な
く
、
ま

た
資
本
主
義
や
民
主
主
義
に
対
す
る

一
般
的
応
援

で
も
な

い
。
今
こ
そ

=

切
の
党
派
性
を
超
越
し
た
統

一
的
展
望

(u
n
ified
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p
e
r
s
p
e
c
t
iく
e
)

ま

た

は

全

体

的

展

望

(to
ta
l　
p
e
r
s
p
e
c
tiく
e
)

を

提

供

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

す

べ

て

の

階

層

の

利

益

と

幸

福

を

保

障

　
ぼ

　

し
得
る
キ
リ
ス
ト
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
出
現
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

キ
リ
ス
ト
教
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
武
装
の
当
為
性
と
必
然
性
に
対
し
て
は
、
既
に
統

一
思
想
研
究
院
そ
の
他

の
諸
機
関
で
多
く
の

労
作
を
発
表
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の
詳
論
は
略
す
る
。
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三

結
論

 

歴
史
は
不
連
続
的
連
続
の
発
展
過
程
を
経
る
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
精
神
世
界
と
物
質
世
界
は
同

時
に
同
じ
テ
ン
ポ
で
発
展
す
る
の
で
は
な
く
、
物
質
世
界
が
発
達
す
れ
ば
、
そ
れ
が

一
定
期
間
を
経
て
人
間
の
精
神
を
啓
発
し
て
精

神
的
発
達
を
促
進
し
、
今
度
は
発
達
し
た
人
間
の
精
神
が

一
定
期
間
を
経
て
物
質

の
発
達
を
促
進
す
る
と

い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ

を
文
化
的
遅
滞

(cultu
ra=
四゚q)
と
も
い
う
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
産
業
革
命
で
物
質
が
発
達
し
た
後
、
自
由
、
博
愛
、
平
等

の
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
後
を
追

っ
て
起
こ
り
、
こ
の
よ
う
な
精

神
的
啓
発
が
再
び
現
代
的
な
高
度
の
科
学
文
明
を
胚
胎
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
歴
史
発
展
の
不
連
続
的
連
続
の
例
で
あ
る
。

現
代
社
会
は
暴
増
の
時
代
で
あ
る
と

い
う
。
人
口
の
暴
増
、
情
報
の
暴
増
、
知
識
の
暴
増
、
技
術
の
暴
増
が
そ
れ
で
あ
る
。
三
百

万
年
の
人
類
史
に
お
い
て
、
こ
れ
ほ
ど
に
急
激
な
物
質
文
明
の
発
達
と
個
々
の
社
会
お
よ
び
国
際
社
会
の
激
動
を
、
人
間
は
か
つ
て

経
験
し
た
こ
と
が
な
い
。
宇
宙
を
往
来
す
る
二
十

一
世
紀
の
人
類
の
た
め
に
、
今
日
の
世
界
的
宗
教
、
特
に
病

ん
で
無
力
と
な

っ
て

い
る
キ
リ
ス
ト
教
が
、
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
甚
だ
疑
問
で
あ
る
。

T

1

 

セ ッションIV　 キリス ト教部門

こ
こ
で
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
言
葉
を
も
う

一
度
想
起
し
て
み
よ
う
。
「す
べ
て
の
神
は
既
に
あ
ま
り
に
も
年
と

っ
て
い
る
か
ま
た
は
既

に
死
ん
で
い
る
」
と
い
う
彼
の
診
断
は
、
単
純
な
毒
舌
で
は
な
く
、
宇
宙
を
旅
行
す
る
現
代
人
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
宗
教
の
必
要

性
を
力
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
今
、
二
十

一
世
紀
の
人
類
が
納
得
し
て
保
持
し
得
る
宗
教
が
、
果
た
し
て
ど
こ
に
現
れ
得
る
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
時
点
に
さ
し
か
か

っ
て
い
る
。

世
界
の
人
々
は
そ
の
期
待
を
ア
ジ
ア
に
向
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、あ
ま
り
に
も
多
く
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

エ
ス
カ
ト
ロ
ジ
ー
(E
sch
ato
logqk
)
は
た
ま
た
ま
末
世
と
翻
訳
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
の
本
来
の
意
味
は

「新

し
い
秩
序
の
出
発
」

を
意
味
し
て
お
り
、
新
し
い
秩
序
は
新
し
い
福
音
の
誕
生
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
し
か
し

「新
し
い
」
も
の
は
数
個
が
同
時
多
発

で
発
生
す
る
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
=

つ
」
の
も
の
が

=

つ
の
時
点
」
に

=

つ
の
地
点
」
か
ら
発
生

す
る
の
だ
と

い
う
事

実
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
第

一
に
そ
の

「新
し
い
も
の
」
が
何
で
あ
る
か
、
第
二
に

=

つ
の
時

点
」
と
は
い
つ
で
あ
る
か
、
第
三
に

=

つ
の
地
点
」
と
は
ど
の
地
点
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

筆
者
は
、
そ
の

「新
し
い
も
の
」
と
は
ま
さ
に
新
し
く
な

っ
た
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
と
見
る
の
で
あ
り
、
コ

つ
の
時
点
」
と
は

今
で
あ
る
と
判
断
し
、
=

つ
の
地
点
」
と
は
、
広
い
ア
ジ
ア
全
体
と
い
う
よ
り
も
、
ア
ジ
ア
の
中

の
ど
こ
か

一
つ
の
地
域
、
特
に

世
界
の
人
口
の
四
分
の

一
以
上
を
占
め
て
お
り
、
ア
ジ
ア
の
中
で
も
重
い
比
重
を
持

っ
て
お
り
、
今
ま
で
世
界
的
宗
教
を
誕
生
さ
せ

な
か
っ
た
極
東
の
あ
る

コ

つ
の
地
点
」
で
あ
ろ
う
と
結
論
づ
け
た
い
の
で
あ
る
。
従

っ
て
ア
ジ
ア
共
同
体
と
宗
教
統

一
の
た
め
の

作
業
は
、
新
し
い
も
の
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
し
い
指
導
者
の
擁
立
と
、
彼
が
提
示
す
る
新
し
い
道

(福
音
)
に
従
っ
て
人

類
が

一
つ
に
な
る
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
見
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
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了

ア
共
同
体
構
想
と
宗
教
統

↓
の
必
要
性
を
だ
れ
が
提
唱
し
た
か
に
つ
い
て
関
心
を
持
つ
必
要
が
あ
ろ
う
。

J
o
s
e
p
h
　
C
a
m
p
b
e
l
l
,　
T
h
e
　
M

a
s
les
　
of
　
G
o
d
　
I
s
s
u
e
s
　
in
　
R
e
li
g
i
o
n

,　
A
l
l
ie
　
M

°
F
r
a
z
i
e
r
　
(
e
d
s
)　

(
A
m

e
r
i
c
a
n
　
B
°
°
穴

o
°
m
p
a
n
y
,

ド
⑩
①
⑩
)

°

E
n
　
F
r
a
z
i
e
r
,　
o
p
,　
c
i
t

.　
P
°一
寸
寸
゜

H

e
in
r
i
c
h

Z
i
m

m
e
r

一
T
h
e
M

e
e
t
i
n
g

o
f
E
a
s
t
a
n
d

W

e
s
t
,
I
s
s
u
e
s

i
n

R
e
l
ig
i
o
n
,
F
r
a
z
ie
r
,
°
p
.　
c
i
t
.　
p
.1
7
6
°

Z
im

m

e
「

,
i
b
i
d
.　
p
　
1
°。
N
こ

の

批

判

に

関

し

て

も

ち

ろ

ん

筆

者

自

身

が

完

全

に

共

感

す

る

の

で

は

な

い

。

　

T

.　
P
a
r
s
o
n
s
,　
o
p
,　
e
it
.　
p
.　
4
4
5
.

 本

論

考

の
序

頭

に

紹

介

し

た

句

節

、

同

じ

章

で
デ

ュ
ル
ケ

ム

は

ヒ

ュ
ー

マ

ニ
テ

ィ
の

可
能

性

を

次

の

よ
う

に
叙

述

し

て

い

る
。

「
永

遠

不
滅

な

福

音

と

い
う

も

の

は
な

い
し

、

ま

た

人

間

が

新

し

い
も

の
を

つ
く

り

出

せ

な

い
と

思

い
込

む

理

由

も

な

い
。
」

C
Iy
d
e　
K
Iu
c
k
h
o
h
n

,　N
a
v
a
h
o
　W

itc
h
c
r
a
ft,　
H
a
r
v
a
r
d
　
U
n
iv
e
r
sity
,　
P
e
a
b
。
d
y
　
M
u
se
u
m
　
o
f　A
m
e
r
ic
a
n
　
A
r
ch
e
o
l°
g
y
　
a
n
d

E
th
n
o
lo
gqy
,　
P
a
p
e
r
s
,　
V
o
L
　
2
2
,　
N
o
°N
(」
O
ム
心
Y

こ

れ
と

関

連

さ

せ

て
見

る

と

き

、
統

一
教

会

が

主

張

す

る
救

援
摂

理

の
基

本

単

位

は
神

を

中

心

と

し
た

四
位

基

台

で
あ

り

、

こ

の
四
位

基

台

は

核

家

族

で
は

な

く

大

家

族

を

意

味

し

て

い
る

。

キ

リ

ス
ト

教

の
す

べ
て

の
倫

理
を

包

容

し

な

が

ら

も

、

東

洋

的

な

要

素

で
あ

る

家

庭

倫

理

に
力

点

を

お

い

て

い
る

統

一
原

理

は

、

現

代

の
社

会

問
題

の
解

決

に
大

な

る

可
能

性

を

示

し

て
く

れ

て

お
り

、
宗

教
と

し

て

の
具

体

的

な

社

会

文

化

的

機
能

を
持

っ
て

い
る
と

見

る

こ
と

が

で
き

る
。
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(
14
)

　
18
 v

　 　 　
171615
WVV

　

13
N..v

　
12
v

A

11口

　

10
NY

T

・
パ

ー

ソ

ン
ズ

も

共

産

主

義

を

類

似

宗

教

で

あ

る

と

定

義

し

て

お

り

、

「
カ

ル

ヴ

ィ

ン

」

主

義

と

驚

く

ほ

ど

似

て

い

る

こ

と

を

指

摘

し

た

O　
P
a
r
s
o
n
s
.　
o
p
°
c
it
.p
.4
4
4
°

M

a
x
　
W

e
b
e
r
,　
S
o
c
io
lo
gqy
　
o
f　
R
elig
io
n
　
(B
o
sto
n
:　B
e
a
ia
n
,　
1
9
6
3
).

R
ic
h
a
r
d
　N
ie
b
u
h
r
,
『
キ

リ

ス

ト

と

文

化

、
宗

教

現

象

と

キ

リ

ス

ト

教

』

宗

教

教

材

編

纂

委

員

会

編

、
延

世

大

学

校

出

版

部

、

一
九

八

三

)

二

九

九

頁

。

E
.　
D
u
「
k
h
e
im
,
o
p
°
c
it.,　
p
°
N
H
°

国

際

連

合

は

西

暦

二

千

年

度

に

至

っ
て

、

世

界

人

口

の

約

五

五

%

程

度

が

都

市

化

す

る

よ

う

に

な

る

こ

と

を

推

計

し

て

い

る

。C
liffo
「
d
　
G
e
e
「
tz
,　
R
e
lig
io
n
,　
In
tem

a
tio
n
a
l　
E
n
c
y
cloP
a
e
d
ia
　
of
　
th
e　
S
oc
ia
l　
S
cien
c
es　
(F
「
e
e　
P
r
e
s
s
,　
N
e
w

『
O
「
匠
)　

V
o
l.

H
ω

勺
゜
鼻
O
ω
゜

H
a
r
v
e
y
　
C
o
x

,
『教

会

、

神

の

ア

バ

,N
ガ

ル
』　
o
p
,　
c
it,
宗

教

教

材

編

纂

委

員

会

、
署

゜
N
ω
。゚
-
N
恥
⑩
゜

J
.　
C
.　
H
o
e
k
e
n
d
ijk
,
李

圭

俊

訳

『
散

布

す

る

教

会
』

大

韓

聖

書

公

会

、

一
九

七

五
年

。

盧

吉

明

『韓

国

社

会

の
変

動

と

キ

リ

ス
ト

教

の
役

割

、

現
代

社

会

と

キ

リ

ス
ト

教

の
主

流
』

(
一
九

八

二
年

)
、

八

八
頁

。

孫

大

肝

『
現

代

社

会

の

イ

デ

オ

ロ
ギ

ー

と

キ

リ

ス
ト
教

の
本

質

』

国

際

ク
リ

ス
チ

ャ

ン
教

授

協

議

会

、

六

二

頁

。
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