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Newsletter
　
こ
の
三
月
末
で
、
キ
リ
ス
ト
教
と

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
（
Ｒ
Ｃ
Ｃ
）
は
、

一
九
九
七
年
四
月
の
発
足
か
ら
満
十

年
を
迎
え
ま
す
。�

　
セ
ン
タ
ー
の
名
称
は
、
キ
リ
ス
ト

教
と
現
代
社
会
の
諸
課
題
が
触
れ
合

う
接
点
で
生
じ
る
問
題
を
研
究
す
る

セ
ン
タ
ー
（
一
九
九
七
年
度
年
次
報

告
よ
り
）
と
い
う
理
念
を
表
し
た
も

の
で
す
。
最
初
の
セ
ン
タ
ー
長
は
、

林
忠
良
先
生
（
当
時
経
済
学
部
教
授
・

宗
教
主
事
。
現
在
名
誉
教
授
）
で
し
た
。�

　
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
十
年
を
大
き
く
分
け
る
と
、

前
半
は
基
礎
固
め
、
後
半
は
発
展
の

段
階
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
前
半
の
約
五
年
は
、
Ｒ

Ｃ
Ｃ
が
、
そ
れ
ま
で
存
在
し
た
「
キ

リ
ス
ト
教
主
義
教
育
研
究
室
」
と
は

異
な
る
、
キ
リ
ス
ト
教
と
現
代
社
会

の
接
点
を
問
う
研
究
セ
ン
タ
ー
と
し

て
学
内
で
認
知
さ
れ
る
た
め
に
大
き

な
労
力
が
割
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、

神
学
部
教
員
と
学
部
宗
教
主
事
と
が

協
力
し
て
組
織
の
責
任
を
担
い
つ
つ
、

学
内
か
ら
研
究
員
を
広
く
募
っ
て
研

究
活
動
を
展
開
す
る
ス
タ
イ
ル
を
確

立
す
る
こ
と
も
こ
の
時
期
の
課
題
で

し
た
。
前
半
期
の
研
究
活
動
は
、
セ

ン
タ
ー
内
で
の
研
究
員
に
よ
る
散
発

的
な
研
究
会
を
除
け
ば
、
学
外
の
著

名
人
・
研
究
者
を
主
と
す
る
講
師
を

招
い
て
の
公
開
講
演
会
（
Ｒ
Ｃ
Ｃ
フ

ォ
ー
ラ
ム
）
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

一
九
九
七
〜
九
九
年
度
は
「
生
命
倫
理
」、

二
〇
〇
〇
〜
〇
二
年
度
は
「
民
族
と

宗
教
」、
二
〇
〇
三
〜
四
年
春
は
「
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
・
宗
教
・
グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
を
問
う
」
と
い
う
統
一
テ
ー
マ

を
設
定
し
て
Ｒ
Ｃ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

開
催
し
、
そ
の
成
果
を
出
版
物
と
し

て
公
刊
し
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
一

九
九
九
年
度
〜
二
〇
〇
三
年
度
に
Ｍ

Ｄ
Ｓ
（
複
数
分
野
専
攻
制
）
の
プ
ロ

グ
ラ
ム
を
持
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
科
目

を
広
範
囲
に
提
供
し
た
こ
と
も
Ｒ
Ｃ

Ｃ
の
重
要
な
活
動
で
す
。�

　
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
活
動
が
大
き
く
発
展
し

始
め
た
の
は
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
単
位

で
研
究
を
進
め
る
体
制
を
と
る
よ
う

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
メ
ン
バ
ー
に
よ

る
公
開
の
研
究
発
表
会
を
中
心
に
活

動
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
Ｒ
Ｃ
Ｃ
は
、

学
外
の
著
名
人
に
よ
る
講
演
会
に
依

存
す
る
割
合
が
高
か
っ
た
前
半
期
の

体
質
を
脱
却
し
、
内
部
か
ら
発
信
す

る
力
を
持
つ
セ
ン
タ
ー
へ
と
成
長
し

ま
し
た
。
す
で
に
二
〇
〇
二
年
度
に

始
ま
っ
た
「
暴
力
と
キ
リ
ス
ト
教
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
そ
の
成
果
を
『
暴

力
を
考
え
る
　
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点

か
ら
』
（
関
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）

と
し
て
発
表
す
る
と
共
に
、
総
合
コ

ー
ス
と
し
て
授
業
提
供
し
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

と
宗
教
」
「
聖
典
と
今
日
の
課
題
」
「
聖

餐
の
理
論
と
実
践
」
と
い
っ
た
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
相
次
い
で
組
織
さ

れ
て
精
力
的
に
活
動
を
展
開
し
、
す

で
に
そ
の
成
果
が
公
刊
さ
れ
て
い
る

も
の
も
あ
り
ま
す
（
詳
細
は
Ｒ
Ｃ
Ｃ

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
下
さ
い
）。�

　
セ
ン
タ
ー
全
体
で
は
、
二
〇
〇
四

年
秋
か
ら
「
キ
リ
ス
ト
教
と
平
和
戦

略
研
究
」
を
全
体
テ
ー
マ
と
し
て
設

定
し
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
中
心

と
す
る
活
動
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

Ｒ
Ｃ
Ｃ
で
は
こ
の
テ
ー
マ
を
、
世
界

的
に
も
例
を
見
な
い
『
キ
リ
ス
ト
教

平
和
学
事
典
』
の
出
版
へ
と
結
実
さ

せ
る
べ
く
、
ス
タ
ッ
フ
の
総
力
を
結

集
し
て
い
ま
す
。
「
キ
リ
ス
ト
教
と

文
化
」
の
接
点
を
研
究
す
る
こ
と
で

関
西
学
院
大
学
の
研
究
・
教
育
に
貢

献
し
よ
う
と
す
る
Ｒ
Ｃ
Ｃ
の
理
念
を

ま
さ
に
具
現
化
す
る
、
こ
の
事
典
の

企
画
が
成
功
し
ま
す
よ
う
、
学
内
の

皆
様
の
広
い
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お

願
い
す
る
次
第
で
す
。�

�

キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー�

主
任
研
究
員
　
辻

　

　

学�

（
商
学
部
助
教
授
・
宗
教
主
事
）�

「聖典と今日の課題」プロジェクト主催�
　聖書学セミナー（２００６年６月１５日、１６日）�
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R
C
C
副
長
・
関
西
学
院
大
学
神
学
部
教
授�

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
は�

　
「
平
和
」に
つ
い
て
何
を
語
る
か�

�
�
�

　
キ
リ
ス
ト
教
の
視
点
か
ら
何
か
を

論
じ
る
際
、
聖
書
は
必
ず
参
照
さ
れ

ま
す
。
と
い
う
の
も
、
聖
書
は
キ
リ

ス
ト
教
の
聖
典
で
あ
り
、
教
義
や
倫

理
の
典
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
す
。
こ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
で
は
「
正

典
」
、
つ
ま
り
「
物
差
し
」
「
規
範
」

と
い
う
言
葉
で
表
し
て
き
ま
し
た
。

従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
が｢

平
和｣

や｢

人
権｣

と
い
っ
た
現
代
的
な
問
題

に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
も
、
こ
の

書
物
の
中
に
「
答
え
」
が
あ
る
と
考

え
て
、
い
つ
で
も
こ
の
書
物
に
何
が

書
か
れ
て
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
尋

ね
求
め
て
き
ま
し
た
。�

　
し
か
し
な
が
ら
、
聖
書
は
、
地
中

海
世
界
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
影
響
を
受

け
た
古
代
の
文
書
で
、
そ
の
社
会
体

制
や
価
値
観
を
共
有
し
て
い
ま
す
。

従
っ
て
、
現
代
的
な
問
題
に
つ
い
て｢

教

え｣
を
引
き
出
す
に
は｢

解
釈｣

が
必
要

と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
今
日
、
こ

の
聖
書
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
が
、

緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
と
思
う

の
で
す
。�

　
そ
こ
で
、
今
日
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語

聖
書
が
「
平
和
」
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
に
語
っ
て
い
る
か
を
、
実
際
に
本

文
を
見
な
が
ら
、
ご
一
緒
に
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。�
���

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
「
平
和
」
に

つ
い
て
語
る
と
き
、
「
シ
ャ
ロ
ー
ム
」

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
語
は
し
ば
し
ば
、
「
単
に
『
戦
争

の
な
い
状
態
』
を
指
す
の
で
は
な
く
、

『
絶
対
的
な
平
和
』
を
意
味
す
る
」

と
説
明
さ
れ
て
き
ま
し
た
。�

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
が
「
平
和
」
に

つ
い
て
何
を
語
っ
て
い
る
か
を
考
え

る
と
き
、
こ
の
語
の
用
法
に
つ
い
て

詳
し
く
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
を
読
む
と
、

先
に
挙
げ
た
よ
う
な
一
般
的
な
説
明

に
対
し
て
疑
問
が
湧
い
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
の
解
釈
は
正
し
い
の
か
。

そ
し
て
、
正
し
い
と
す
れ
ば
「
絶
対

的
平
和
」
と
は
ど
ん
な
も
の
か
、
と

い
う
疑
問
で
す
。�

　
「
シ
ャ
ロ
ー
ム
」
と
い
う
語
は
、

従
来
、｢

全
体
性｣｢

欠
け
の
な
い
こ
と｣

が
本
義
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

そ
こ
か
ら
、｢

平
和｣｢

幸
福｣｢

健
康｣

の
意
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明

さ
れ
て
い
ま
す
。�

　
一
方
、
最
新
の
研
究
で
は
、
こ
の

語
の
動
詞
と
し
て
の
側
面
に
注
目
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
動
詞
と

し
て
用
い
た
場
合
、
ピ
エ
ル
語
幹
で
は
、

｢

返
却｣｢

償
還｣｢

返
礼｣｢

報
酬｣

を
意

味
す
る
の
で
、
こ
ち
ら
を
本
義
で
あ

る
と
す
る
説
も
有
力
に
な
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
報
酬
と
し
て
支
払
わ
れ
た

も
の
が
十
分
な
状
態
に
あ
る
と
い
う

の
が
、
こ
の
語
（
と
そ
の
派
生
語
）

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
だ
と
い
う
の
で
す
。

｢
平
和｣

に
つ
い
て
も
、
こ
の
点
か
ら

考
え
直
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

何
か
に
対
す
る
、
「
返
却
」
「
償
還
」

「
返
礼
」
「
報
酬
」
と
し
て
の
「
平
和
」

と
い
う
わ
け
で
す
。�

　
例
え
ば
、
イ
ザ
ヤ
書
九
章
五
節
に
は
、

理
想
の
王
が
「
驚
く
べ
き
指
導
者
、

力
あ
る
神
　
永
遠
の
父
、
平
和
の
君
」

と
い
う
称
号
で
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
箇
所
の
解
釈
は
大
変
難
し
い
の

で
す
が
、
「
平
和
の
君
」
と
い
う
表

現
は
、
「
統
治
者
と
し
て
正
当
な
報

酬
を
与
え
る
者
」
と
考
え
る
と
、
よ

く
理
解
で
き
る
の
も
確
か
で
す
。�
�
�
���

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
が
「
平
和
」
に

つ
い
て
語
る
と
き
、
大
き
く
分
け
て
、

次
の
三
つ
の
相
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
ま
す
。�

�

一
、
軍
事
的
勝
利
に
よ
っ
て
も
た
ら

　
　
さ
れ
る
「
平
和
」�

二
、
倫
理
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
「
平
和
」�

三
、
孤
立
・
没
交
渉
に
よ
っ
て
保
た

　
　
れ
る
「
平
和
」�

そ
れ
ら
を
語
る
箇
所
を
具
体
的
に
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。�

�

一
、
軍
事
的
勝
利
に
よ
っ
て
も
た
ら

　
　
さ
れ
る
「
平
和
」�

　
ミ
カ
書
三
章
五
節
を
見
る
と
、
「
平

和
」
は
「
戦
争
」
の
対
語
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
例
は
、

列
王
記
上
二
〇
章
一
八
節
に
も
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。�

　
先
程
も
少
し
見
ま
し
た
イ
ザ
ヤ
書

九
章
一
〜
六
節
は
、
明
ら
か
に
、
軍

事
的
勝
利
と
「
平
和
」
を
結
び
つ
け

て
語
っ
て
い
ま
す
。�

　
二
節
で
「
戦
利
品
を
分
け
合
っ
て

楽
し
む
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

こ
こ
に
は
、
戦
争
勝
利
の
喜
び
が
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
戦

争
に
勝
利
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
新

し
い
王
が
即
位
す
る
の
で
す
。
「
ひ

と
り
の
み
ど
り
ご
が
わ
た
し
た
ち
の

た
め
に
生
ま
れ
た
」
（
五
節
）
と
い

う
表
現
は
、
子
ど
も
の
誕
生
と
い
う

よ
り
も
、
即
位
の
表
現
と
考
え
る
方

が
よ
い
よ
う
で
す
（
詩
編
二
編
七
節

参
照
）
。
そ
し
て
、
戦
争
に
よ
っ
て

即
位
し
た
王
が
理
想
的
な
治
世
を
行

う
様
が
、
「
平
和
」
や
「
正
義
」
、
「
恵

み
の
業
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
現

さ
れ
て
い
ま
す
（
六
節
）
。�

�

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
を
記
し
た
人
々
、

イ
ス
ラ
エ
ル
や
ユ
ダ
と
い
っ
た
国
の
人
々

は
、
エ
ジ
プ
ト
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
（
ア

ッ
シ
リ
ア
、
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
）
と
い

っ
た
二
つ
の
超
大
国
の
軍
事
的
脅
威
に
、

常
に
さ
ら
さ
れ
続
け
た
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
超
大
国
の
属
国
と
な
っ
て

生
き
残
る
こ
と
に
飽
き
た
ら
ず
、
政

治
的
に
も
文
化
的
に
も
独
立
を
確
保

し
よ
う
と
す
れ
ば
、
侵
入
者
に
対
す

る
軍
事
的
勝
利
を
収
め
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。
侵
略
者
に
よ
っ
て
荒
ら
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
自
分
た
ち
の
土
地

に｢

安
住
す
る｣

こ
と
が
、
彼
ら
の
悲

願
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

し
か
し
実
際
は
、
そ
れ
も
実
現
困
難

で
し
た
。
イ
ス
ラ
エ
ル
や
ユ
ダ
が
経

済
的
な
繁
栄
を
享
受
で
き
た
の
は
、

超
大
国
の
勢
力
が
衰
え
た
と
き
か
、

超
大
国
に
従
う
政
策
を
推
し
進
め
た

と
き
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、

最
終
的
に
は
、
ユ
ダ
は
新
バ
ビ
ロ
ニ

ア
に
よ
っ
て
前
五
八
六
年
に
滅
亡
さ

せ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。�

�

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
は
、
そ
の
よ

う
な
状
況
を
宗
教
的
に
理
由
づ
け
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
神
ヤ

ハ
ウ
ェ
に
対
す
る
不
信
、
不
服
従
に

対
す
る｢

審
判｣

と
し
て
、
戦
争
に
巻

・�

・�

は
じ
め
に
?
な
ぜ
「
聖
書
」
か�

「
シ
ャ
ロ
ー
ム
」
に
つ
い
て�

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
に
お
け
る�

「
平
和
」
の
諸
相�

第
三
十
三
回
Ｒ
Ｃ
Ｃ
フ
ォ
ー
ラ
ム
講
演
抄
（
二
〇
〇
六
年
十
一
月
十
六
日
）�
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き
込
ま
れ
、
そ
し
て
敗
北
す
る
の
だ

と
い
う
の
で
す
。
従
っ
て
、｢

平
和｣

の
た
め
に
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
が
命
じ
る
「
戒

め
」
を
守
れ
と
い
う
の
が
、
ヘ
ブ
ラ

イ
語
聖
書
、
こ
と
に
申
命
記
的
歴
史

や
預
言
者
た
ち
に
共
通
す
る
考
え
方

で
す
。
こ
こ
に
は
、
先
程
述
べ
た
よ

う
な
、
報
酬
と
し
て
の
「
平
和
」
と

い
う
と
ら
え
方
が
大
き
く
反
映
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。�

�

二
、
倫
理
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
「
平
和
」�

　「
平
和
」
の
第
二
の
側
面
は
、
「
戒

め
」
を
守
る
こ
と
と
も
深
く
関
係
し

て
い
ま
す
。
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
戒
め
の
「
倫

理
性
」
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
を
守
る
こ

と
で
他
の
国
や
民
に
優
越
す
る
と
い

う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
「
も

し
、
あ
な
た
が
あ
な
た
の
神
、
主
の

御
声
に
よ
く
聞
き
従
い
、
今
日
わ
た

し
が
命
じ
る
戒
め
を
こ
と
ご
と
く
忠

実
に
守
る
な
ら
ば
、
あ
な
た
の
神
、

主
は
、
あ
な
た
を
地
上
の
あ
ら
ゆ
る

国
民
に
は
る
か
に
ま
さ
っ
た
も
の
と

し
て
く
だ
さ
る
」
（
申
命
記
二
八
章

一
節
）。
申
命
記
二
八
章
は
さ
ら
に
進

ん
で
、
「
戒
め
」
の
遵
守
に
よ
っ
て
「
祝

福
」
を
受
け
、
守
ら
な
い
場
合
は
、

疫
病
や
飢
饉
と
い
う
災
害
に
見
舞
わ
れ
、

さ
ら
に
は
外
国
と
の
戦
争
に
負
け
、

捕
虜
と
な
る
と
警
告
し
て
い
ま
す
（
一

五
節
以
下
）
。�

　
生
存
の
保
証
と
し
て
、
倫
理
性
が

求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
言
え
ま
す
。

イ
ザ
ヤ
書
四
八
章
一
七
〜
一
九
節
で
は
、

「
平
和
」
と
「
正
義
」
が
並
置
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
、
生
存
が
保
証
さ
れ

る
の
み
な
ら
ず
、
繁
栄
も
約
束
さ
れ

る
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
　
さ
ら
に

進
ん
で
、
す
ぐ
れ
た
倫
理
性
の
故
に

他
の
国
や
民
を
従
わ
せ
る
、｢

精
神
的

征
服｣

が
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
り

ま
す
。
ミ
カ
書
四
章
一
〜
四
節
（
＝

イ
ザ
ヤ
書
二
章
一
〜
五
節
）
で
す
。

こ
こ
で
は
、
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
「
教
え
」

が
シ
オ
ン
（
＝
エ
ル
サ
レ
ム
）
か
ら
出
、

ヤ
ハ
ウ
ェ
の
「
御
言
葉
」
に
よ
っ
て

諸
国
の
民
が
感
化
さ
れ
る
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
（
二
節
）
。
そ
の
結
果
、

戦
争
が
終
結
し
、｢

永
遠
の
平
和｣

が

も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
（
三
節
）
。�

　
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
戦
争
の
勝

敗
や
繁
栄
の
原
因
を
倫
理
化
し
よ
う

と
す
る
試
み
で
あ
っ
た
と
言
え
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
政
治
や
軍
事
と
い
う
現

実
の
問
題
を
あ
ま
り
に
精
神
化
し
す

ぎ
る
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
る
の
み

な
ら
ず
、
現
実
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
含

ん
で
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ

の
よ
う
な
精
神
主
義
的
な
説
明
が
何

故
行
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
小
国
の

自
己
肯
定
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た

と
言
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
軍
事
的
、

政
治
的
な
力
で
独
立
を
勝
ち
取
り
得

な
い
現
実
が
あ
っ
た
と
き
に
、
別
の

自
己
肯
定
の
た
め
の
論
理
が
必
要
と

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。�

�

三
、
孤
立
・
没
交
渉
に
よ
っ
て
保
た

　
　
れ
る
「
平
和
」�

　
軍
事
的
、
精
神
的
で
あ
れ
「
勝
利

主
義
」
と
呼
べ
る
考
え
方
が
、
ヘ
ブ

ラ
イ
語
聖
書
で
は
「
平
和
」
と
結
び

つ
い
て
い
る
例
が
多
く
あ
る
の
で
す
が
、

一
方
、
周
辺
の
国
や
民
へ
の
関
心
を

ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
「
平
和
」
の
イ

メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
。�

　
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
は
、
世
界
を
巻
き

込
む
最
終
戦
争
を
描
い
て
い
る
（
三

八
〜
三
九
章
）
の
で
す
が
、
そ
の
後

の
世
界
に
は
イ
ス
ラ
エ
ル
し
か
描
か

れ
ま
せ
ん
（
四
〇
〜
四
八
章
）
。
他

の
国
や
民
に
対
す
る
関
心
を
失
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
こ
で

描
か
れ
る
見
取
り
図
、
土
地
分
配
の

地
図
や
神
殿
の
設
計
図
は
実
現
不
可

能
な
も
の
で
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
は
、

現
実
の
社
会
に
お
け
る
「
平
和
」
に

つ
い
て
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
の
と

等
し
い
と
言
え
ま
す
。�

���

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
が
「
平
和
」
を

イ
メ
ー
ジ
す
る
場
合
、
現
実
的
な
生

活
の
実
感
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。
自
分
の
土
地
に

住
み
、
自
分
で
働
い
た
収
穫
に
よ
っ

て
生
き
る
。
そ
し
て
、
共
同
体
が
あ
り
、

共
同
体
内
で
支
え
合
う
と
い
う
の
が
、

理
想
の
生
活
で
あ
り
、
「
平
和
」
で

あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
意

味
で
、
わ
た
し
た
ち
の
実
感
か
ら
さ

ほ
ど
遠
く
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な｢

平
和｣

な
生

活
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
戦
争
を
と

ら
え
て
い
ま
し
た
。�

　
自
分
た
ち
の
安
定
し
た
生
活
が
、

侵
略
者
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
と
き
、

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
で
は
、
勝
利
に
よ

っ
て
生
活
の
保
障
を
願
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
ユ
ダ
や
イ
ス
ラ
エ
ル
は
ほ

と
ん
ど
の
場
合
戦
争
に
勝
利
で
き
ず
、

超
大
国
の
属
国
と
な
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
、
生
き
残
り
が
可
能
と
な
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
、
敗
戦
の

理
由
を
精
神
化
・
倫
理
化
し
て
説
明

し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
、
極

め
て
現
実
的
な
実
感
に
基
づ
い
て
い

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。�

　
こ
の
よ
う
に
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
を

見
て
く
る
と
、
わ
た
し
た
ち
が
現
代

の
課
題
と
し
て
考
え
る
よ
う
な
「
平
和
」

の
と
ら
え
方
は
、
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書

に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
し

ま
っ
て
は
、
言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う
か
。�

　
ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
の
描
く
「
平
和
」

や
「
戦
争
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
生
活
の

実
感
に
根
ざ
し
て
お
り
、
時
代
を
超

え
て
共
感
で
き
る
も
の
だ
と
言
え
ま
す
。

し
か
し
そ
れ
だ
け
に
、
現
前
の
問
題

だ
け
に
対
す
る
対
処
と
な
る
危
険
性

が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分
た
ち

が
安
全
で
「
平
和
」
で
あ
り
さ
え
す

れ
ば
そ
れ
で
い
い
と
い
う
願
い
を
育
て
、

そ
し
て
、
そ
の
「
平
和
」
を
脅
か
す

者
は
「
実
力
」
で
排
除
し
て
よ
い
の

だ
と
い
う
論
理
を
生
む
危
険
性
を
は

ら
ん
で
い
ま
す
。�

　
こ
の
よ
う
な
次
元
を
超
え
て
、
共

生
を
目
指
す
「
平
和
」
は
、
ヘ
ブ
ラ

イ
語
聖
書
の
中
に
は
語
ら
れ
て
い
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
エ
レ
ミ

ヤ
書
二
九
章
だ
け
が
、
そ
の
よ
う
な

新
た
な
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
と

思
っ
て
い
ま
す
。�

�

わ
た
し
が
、
あ
な
た
た
ち
を
捕
囚

と
し
て
送
っ
た
町
の
平
安
を
求
め
、

そ
の
町
の
た
め
に
主
に
祈
り
な
さ
い
。

そ
の
町
の
平
安
が
あ
っ
て
こ
そ
、

あ
な
た
た
ち
に
も
平
安
が
あ
る
の

だ
か
ら
。
（
エ
レ
ミ
ヤ
書
二
九
章

七
節
）�

�
�

　
自
分
た
ち
を
滅
亡
さ
せ
、
「
安
住

の
地
」
か
ら
強
制
的
に
移
住
さ
せ
た

敵
の
た
め
に
、
そ
の
「
平
安
」
（
「
シ

ャ
ロ
ー
ム
」
）
の
た
め
に
祈
れ
と
い

う
こ
の
呼
び
か
け
は
、
「
報
酬
」
と

し
て
の
「
平
和
」
や
自
分
た
ち
の
安

全
と
し
て
の
「
平
和
」
か
ら
脱
却
し
て
、

新
た
な
「
平
和
」
の
あ
り
方
、
「
共

に
生
き
る
」
こ
と
を
求
め
る
よ
う
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
呼

び
か
け
は
、
わ
た
し
た
ち
に
も
向
け

ら
れ
た
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。�

　
（
聖
書
の
引
用
は
『
新
共
同
訳
』

を
使
用
し
ま
し
た
。）�

い�

ヘ
ブ
ラ
イ
語
聖
書
と
「
平
和
」�
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編
集
後
記�

キ
リ
ス
ト
の
モ
ノ
グ
ラ
ム�

キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ
ル（
そ
の
９
）�

　
神
学
部
専
任
講
師
　
山
　
田
　
香
　
里�

　
Ｒ
Ｃ
Ｃ
は
本
年
三
月
で
一
〇
周
年

を
迎
え
ま
す
。
一
頁
を
担
当
頂
い
た

辻
氏
は
発
足
時
よ
り
主
任
研
究
員
と

し
て
そ
の
発
展
に
寄
与
し
て
下
さ
い

ま
し
た
が
、
四
月
よ
り
広
島
大
学
大

学
院
教
授
と
し
て
移
籍
さ
れ
る
事
が

決
ま
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
の
Ｒ
Ｃ

Ｃ
へ
の
ご
貢
献
に
対
し
、
こ
の
場
を

借
り
て
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
ま
た
、

二
頁
三
頁
に
は
水
野
Ｒ
Ｃ
Ｃ
セ
ン
タ

ー
副
長
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
抄
を
掲
載
、

四
頁
で
は
こ
の
四
月
に
神
学
部
に
就

任
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
美
術
が
ご
専

門
の
山
田
専
任
講
師
と
、
研
究
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
紹
介
を
打
樋
社
会
学
部

助
教
授
に
担
当
し
て
頂
き
ま
し
た
。

Ｒ
Ｃ
Ｃ
よ
り
大
き
な
発
信
が
行
わ
れ

て
い
る
証
と
し
て
お
読
み
頂
け
れ
ば

幸
い
で
す
。�

　
Ｒ
Ｃ
Ｃ
主
任
研
究
員
・
経
済
学
部
助
教
授�

舟
　
木
　 

　
　
讓�

（写真１）�

（写真２）�

　
イ
エ
ス
が
世
を
去

っ
た
後
、
最
初
の
キ

リ
ス
ト
者
た
ち
は
イ

エ
ス
の
記
念
の
食
事

を
定
期
的
に
行
な
い
、

そ
こ
で
パ
ン
と
ぶ
ど

う
酒
を
キ
リ
ス
ト
の

体
と
血
を
表
す
も
の

と
し
て
受
け
、
イ
エ

ス
が
今
も
共
に
い
る

と
い
う
希
望
を
新
た

に
し
た
。
こ
の
会
食

は
や
が
て
「
聖
餐
」（
ユ

ー
カ
リ
ス
ト
）
と
い

う
儀
式
と
し
て
食
事

か
ら
独
立
し
た
形
で

発
展
し
、
教
会
の
サ

ク
ラ
メ
ン
ト
（
聖
礼

典
／
秘
跡
）
と
な
る
。

以
後
今
日
に
至
る
ま
で
、
聖
餐
は
キ

リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
を
特
徴
づ
け

る
儀
礼
と
し
て
大
き
な
意
味
を
担
っ

て
き
た
。�

　
歴
史
の
中
で
、
聖
餐
の
意
味
、
特

に
「
パ
ン
と
杯
」
が
「
キ
リ
ス
ト
の

体
と
血
」
と
ど
う
関
わ
る
か
に
つ
い

て
様
々
な
見
解
が
示
さ
れ
、
儀
式
の

執
行
に
つ
い
て
も
種
々
の
形
式
が
用

い
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
相
違
が
教
会
の

分
裂
の
要
因
と
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

本
来
「
一
致
の
食
卓
」
で
あ
る
は
ず

の
聖
餐
が
逆
に
不
和
を
象
徴
す
る
場

と
な
っ
て
き
た
の
は
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、

そ
れ
は
諸
教
会
の
教
義
的
、
信
仰
的
、

ま
た
時
に
は
政
治
的
立
場
の
全
体
が

聖
餐
と
い
う
儀
式
に
凝
縮
さ
れ
た
形

で
反
映
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
も
、
キ
リ
ス
ト
教
を
考
え

る
上
で
聖
餐
が
極
め
て
重
大
な
要
素

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。�

　
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
聖
餐

を
キ
リ
ス
ト
教
神
学
の
一
主
題
と
し

て
の
み
扱
う
の
で
は
な
く
、
文
化
、

思
想
、
社
会
、
歴
史
と
の
関
わ
り
か

ら
幅
広
く
考
察
す
る
こ
と
を
試
み
て

い
る
。
そ
も
そ
も
聖
餐
の
問
題
は
、

食
事
儀
礼
や
犠
牲
と
い
っ
た
文
化
人

類
学
の
テ
ー
マ
、
そ
し
て
象
徴
論
や

身
体
論
な
ど
の
哲
学
的
主
題
と
不
可

分
の
関
係
に
あ
る
。
ま
た
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
の
絵
画
「
最
後
の
晩
餐
」
や
映

画
「
汚
れ
な
き
悪
戯
」
な
ど
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
、
著
名
な
芸
術
や
文

学
に
お
い
て
聖
餐
が
主
題
と
し
て
ま

た
は
表
現
の
鍵
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。�

　
こ
れ
ま
で
は
各
分
野
を
専
門
と
す

る
研
究
分
担
者
や
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー
カ

ー
が
、
「
他
宗
教
の
人
々
と
聖
餐
」、

「
初
期
の
聖
餐
に
お
け
る
犠
牲
」、
「
パ

ス
カ
ル
の
聖
体
論
」、
「
聖
餐
と
イ
ン

カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
な
ど
の
主

題
で
発
表
を
行
な
っ
て
き
た
。
二
〇

〇
七
年
度
に
は
、
ス
イ
ス
の
教
会
に

お
け
る
聖
餐
の
試
み
、
日
本
文
化
と

聖
餐
、
諸
宗
教
／
諸
民
族
の
食
事
儀

礼
と
聖
餐
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
聖

餐
な
ど
の
テ
ー
マ
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
予
定
で
あ
る
。
研
究
会
は
ど
な
た

で
も
参
加
で
き
る
開
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
内
部
の
「
閉
ざ

さ
れ
た
」
テ
ー
マ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

と
は
程
遠
く
、
「
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
」

を
つ
な
ぐ
広
が
り
と
深
み
も
つ
テ
ー

マ
を
扱
う
こ
の
研
究
会
に
ぜ
ひ
多
く

の
方
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
た
い
。�

　
最
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
美
術
は
、

ロ
ー
マ
の
カ
タ
コ
ン
ベ
に
作
ら
れ
た

墓
穴
を
ふ
さ
ぐ
板
に
ハ
ト
や
錨
、
魚

な
ど
を
刻
ん
で
、
被
埋
葬
者
が
キ
リ

ス
ト
教
徒
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

ま
し
た
。
四
世
紀
に
な
っ
て
し
ば
ら

く
す
る
と
、
こ
う
し
た
表
現
の
他
に

キ
リ
ス
ト
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
が
登
場
し

ま
す
（
写
真
１
、
右
下
）
。�

　
写
真
２
は
、
ラ
ン
バ
ス
記
念
礼
拝

堂
の
祭
壇
正
面
で
す
が
、
こ
こ
に
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
、

と
呼
ば
れ
て
い
る
徴
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
モ
ノ
グ
ラ
ム
、
と
は
組
み
合

わ
せ
文
字
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
ギ

リ
シ
ア
語
で
キ
リ
ス
ト
と
記
し
た
と

き
の
最
初
の
二
文
字
、
Ｘ
（
キ
ー
）

と
Ｐ
（
ロ
ー
）
が
組
み
合
わ
さ
れ
て

い
ま
す
。
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
帝
は
、

三
一
三
年
に
ミ
ラ
ノ
勅
令
を
発
布
し

キ
リ
ス
ト
教
公
認
を
し
た
こ
と
で
有

名
な
皇
帝
で
す
。
エ
ウ
セ
ビ
オ
ス
の
「
コ

ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
伝
」
に
よ

れ
ば
、
皇
帝
は
三
一
二
年
、
宿
敵
マ

ク
セ
ン
テ
ィ
ウ
ス
と
の
戦
い
を
前
に

し
て
キ
リ
ス
ト
の
幻
を
見
ま
す
。
そ

の
時
キ
リ
ス
ト
に
、
こ
の
徴
を
も
っ

て
勝
利
を
せ
よ
と
示
さ
れ
た
の
が
こ

の
モ
ノ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
こ
れ
を
軍

旗
に
記
し
て
戦
い
に
挑
ん
だ
と
こ
ろ
、

ミ
ル
ウ
ィ
ウ
ス
橋
の
戦
い
で
マ
ク
セ

ン
テ
ィ
ウ
ス
に
勝
利
を
収
め
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
を

記
し
た
軍
旗
を
も
つ
皇
帝
の
図
は
当

時
の
い
く
つ
か
の
硬
貨
の
上
に
も
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て

こ
の
徴
が
用
い
ら
れ
る
の
は
三
一
三

年
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
前
述
の
カ

タ
コ
ン
ベ
の
墓
穴
を
ふ
さ
ぐ
板
は
、

三
一
三
年
以
降
に
作
ら
れ
た
こ
と
が

わ
か
り
ま
す
。
モ
ノ
グ
ラ
ム
は
他
に
、

イ
エ
ス･

キ
リ
ス
ト
の
イ
ニ
シ
ア
ル
で

あ
る
I
（
イ
オ
タ
）
と
X
の
組
み
合

わ
せ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。�

　
キ
リ
ス
ト
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
は
、
教

会
堂
の
装
飾
に
も
早
い
う
ち
か
ら
用

い
ら
れ
、
特
に
、
五
世
紀
の
ナ
ポ
リ

の
洗
礼
堂
の
天
井
モ
ザ
イ
ク
壁
画
で

は
星
星
の
輝
く
天
空
に
現
れ
ま
す
。

天
井
の
四
隅
に
は
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示

録
に
も
登
場
す
る
四
つ
の
不
思
議
な

生
き
物
（
黙
四
・
六
）
が
描
か
れ
て
い

ま
す
。
キ
リ
ス
ト
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
は

キ
リ
ス
ト
そ
の
も
の
を
表
現
し
て
い

る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
は
終
末
の

キ
リ
ス
ト
顕
現
を
表
現
し
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
様
々
な
場
面
で
登

場
す
る
キ
リ
ス
ト
の
モ
ノ
グ
ラ
ム
、

ラ
ン
バ
ス
礼
拝
堂
の
例
を
覚
え
て
、

他
の
教
会
堂
や
キ
リ
ス
ト
教
美
術
の

中
に
も
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。�
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