
　
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
研
究
セ
ン
タ

ー
で
は
、
セ
ン
タ
ー
全
体
の
テ
ー
マ

を
定
め
て
研
究
を
行
う
の
と
並
行
し
て
、

い
く
つ
か
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立
ち

上
げ
て
、
今
日
的
な
課
題
に
関
し
て

共
同
で
研
究
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
に
も
、
〈
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
テ
ィ
〉
や
〈
暴
力
と
キ
リ

ス
ト
教
〉
と
い
っ
た
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
、
そ

の
成
果
が
発
表
さ
れ
て
き
ま

し
た
。
〈
聖
典
と
今
日
の
課�

題
〉
も
そ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
一
つ
で
、
本
年
度
よ

り
始
ま
っ
た
も
の
で
す
。�

　
世
界
の
宗
教
に
は
、
拠
っ

て
立
つ
経
典
を
持
つ
も
の
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
「
聖

典
」
は
、
教
理
や
儀
式
の
た

め
に
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
は

な
く
、
戒
律
を
は
じ
め
、
信

者
の
生
活
全
般
に
わ
た
っ
て

大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
ま

す
。
こ
と
に
「
世
界
宗
教
」

と
呼
ば
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
や

イ
ス
ラ
ム
、
仏
教
に
お
い
て

は
、
信
者
数
も
多
く
、
そ
の

居
住
地
域
も
世
界
中
に
広
が

っ
て
い
る
た
め
に
、
聖
典
の

影
響
は
、
個
人
の
生
活
に
留

ま
ら
ず
、
社
会
や
国
家
、
さ

ら
に
は
国
際
政
治
に
ま
で
及
ん
で
い

ま
す
。�

　
イ
ス
ラ
ム
や
キ
リ
ス
ト
教
の
原
理

主
義
が
、
そ
の
聖
典
（
『
ク
ラ
ー
ン
』

や
『
聖
書
』
）
に
書
か
れ
て
あ
る
こ
と

を
「
文
字
通
り
」
に
受
け
取
り
、
現

代
社
会
に
そ
の
ま
ま
実
践
し
よ
う
と

し
て
い
る
様
子
が
、
メ
デ
ィ
ア
な
ど

を
通
じ
て
、
報
道
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
ら
の
聖
典
は
、
古
代
に
書
か
れ
、

特
定
の
社
会
・
文
化
状
況
に
影
響
さ
れ
、

そ
の
価
値
観
・
世
界
観
を
反
映
し
た

文
書
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
時
代
や
地
域
を
越
え
る

普
遍
的
な
価
値
を
持
つ
と
信

じ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
時

空
を
超
越
し
た
「
ワ
ー
プ
」

的
な
結
び
つ
け
が
行
わ
れ
て

い
る
の
で
す
。�

　
〈
聖
典
と
今
日
の
課
題
〉
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
今
も
な
お

様
々
な
領
域
で
影
響
力
を
持

ち
続
け
る
聖
典
の
解
釈
を
見

直
し
、
検
討
す
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
全
体
の
研
究
目

的
で
も
あ
る
、
暴
力
の
克
服

や
平
和
の
た
め
の
戦
略
構
築

に
寄
与
す
る
研
究
と
な
る
こ

と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。�

　
現
在
は
、
聖
書
学
（
旧
約

聖
書
、
新
約
聖
書
）
の
研
究

者
（
宗
教
主
事
、
神
学
部
教

員
）
に
よ
っ
て
共
同
研
究
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
春
学
期

に
は
、
聖
書
の
研
究
・
解
釈

方
法
を
め
ぐ
っ
て
の
研
究
会
が
二
回

開
か
れ
ま
し
た
。
今
後
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
歴
史
や
他
の
聖
典
の
研
究
者

も
加
え
て
、
よ
り
広
い
見
地
か
ら
の

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
す
る
こ
と
を

計
画
し
て
い
ま
す
。�
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Newsletter

Newsletter

Newsletter

Newsletter
　
二
〇
〇
五
年
四
月
よ
り
、
キ
リ

ス
ト
教
と
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教

授
・
セ
ン
タ
ー
副
長
と
し
て
就
任

い
た
し
ま
し
た
樋
口
進
で
す
。
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
私

は
、
関
西
学
院
大
学
神
学
部
大
学

院
を
卒
業
し
、
約
三
〇
年
間
日
本

基
督
教
団
の
教
会
で
牧
師
と
し
て

働
い
て
き
ま
し
た
。
そ
の
間
十
数

年
間
、
関
西
学
院
大
学
神
学
部
大

学
院
で
非
常
勤
講
師
と
し
て
旧
約

学
の
授
業
も
担
当
し
て
き
ま
し
た
。�

　
さ
て
こ
の
た
び
、
セ
ン
タ
ー
副

長
と
い
う
職
に
任
じ
ら
れ
ま
し
た

が
、
ま
だ
こ
の
セ
ン
タ
ー
の
活
動

全
体
を
充
分
に
は
把
握
で
き
て
い

な
い
の
が
実
情
で
す
。�

　
こ
の
セ
ン
タ
ー
は
、
一
九
九
七

年
四
月
の
発
足
と
い
う
こ
と
で
す

か
ら
、
十
年
足
ら
ず
の
歩
み
で
す

が
、
今
ま
で
の
報
告
を
見
ま
す
と

実
に
豊
か
な
成
果
を
上
げ
て
い
る

こ
と
を
評
価
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
は
、
現
代

の
重
要
な
問
題
で
あ
る
生
命
倫
理
、

エ
コ
ロ
ジ
ー
、
人
権
、
平
和
と
い

っ
た
テ
ー
マ
の
も
と
に
適
切
な
講

師
に
よ
る
貴
重
な
講
演
が
な
さ
れ
、

ま
た
書
物
と
し
て
そ
の
成
果
が
公

に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
研

究
員
に
よ
る
地
道
な
研
究
が
続
け

ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
雑
誌
『
関

西
学
院
大
学
キ
リ
ス
ト
教
と
文
化

研
究
』
に
掲
載
さ
れ
て
き
ま
し
た
。�

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
豊
か
な
成

果
が
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、
本
セ

ン
タ
ー
の
「
現
代
社
会
が
直
面
す

る
諸
問
題
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
折
衝
を
、
学
術
的

に
探
求
す
る
」
と
い
う
設
立
理
念

に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
だ
と
思
い

ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
主
義
大
学
に

こ
の
よ
う
な
セ
ン
タ
ー
が
設
立
さ

れ
た
意
義
は
非
常
に
大
き
い
と
思

い
ま
す
。�

　
平
和
で
豊
か
な
世
界
に
な
る
と

期
待
さ
れ
た
二
一
世
紀
は
、
紛
争

や
対
立
、
環
境
汚
染
、
凶
悪
な
犯

罪
な
ど
世
界
全
体
が
混
沌
と
し
た

様
相
を
呈
し
て
い
ま
す
。
日
本
に

お
い
て
も
、
平
和
憲
法
に
抵
触
す

る
よ
う
な
自
衛
隊
の
イ
ラ
ク
派
兵

が
断
行
さ
れ
、
そ
の
平
和
憲
法
も

改
悪
が
計
画
さ
れ
、
再
び
戦
争
の

で
き
る
国
に
逆
戻
り
し
つ
つ
あ
り
、

大
い
に
危
惧
を
感
じ
ま
す
。
ま
た
、

地
球
温
暖
化
な
ど
地
球
の
環
境
も

だ
ん
だ
ん
悪
く
な
り
、
自
然
の
災

害
も
強
大
化
し
て
い
る
よ
う
に
思

え
ま
す
。
人
間
の
自
己
中
心
的
な

罪
を
感
じ
ま
す
。�

　
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
、
平
和
や

環
境
の
問
題
に
対
し
て
、
特
に
学

術
的
に
提
言
し
て
い
く
こ
と
は
重

要
だ
と
考
え
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、

当
セ
ン
タ
ー
に
課
せ
ら
れ
て
い
る

課
題
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。�

　
現
在
当
セ
ン
タ
ー
で
は
引
き
続

き
「
平
和
」
の
問
題
を
テ
ー
マ
と

し
て
い
ろ
い
ろ
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
を

計
画
し
て
い
ま
す
。
日
本
の
一
部

の
知
識
人
の
間
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
や
ユ
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
は

一
神
教
な
の
で
他
に
対
し
て
不
寛

容
で
あ
り
、
戦
争
ば
か
り
し
て
い

る
が
、
東
洋
の
よ
う
な
多
神
教
の

世
界
は
寛
容
で
あ
っ
て
平
和
だ
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
人
が
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

意
見
に
た
い
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教

に
お
け
る
「
平
和
思
想
」
や
「
反

暴
力
思
想
」
な
ど
を
主
張
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ

の
と
き
、
聖
書
を
ど
う
解
釈
す
る

か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
為
政
者

は
、
聖
典
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

自
分
た
ち
の
攻
撃
や
主
張
を
正
当

化
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
（
ブ

ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
し
ば
し
ば
聖

書
を
引
用
し
ま
す
）、
聖
典
解
釈

と
い
う
こ
と
が
現
代
の
一
つ
の
課

題
で
す
。
当
セ
ン
タ
ー
で
は
、
今

年
度
よ
り
「
聖
典
と
今
日
の
課
題
」

と
い
う
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
よ
い

成
果
が
出
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
。
当
セ
ン
タ
ー
の
働
き
に
つ
い

て
皆
様
の
ご
支
援
を
お
願
い
し
ま

す
。�

　
今
年
度
第
二
号
、
通
算
八
号
目
の

ニ
ュ
ー
ス
レ
タ
ー
を
お
届
け
し
ま
す
。

今
年
三
月
末
で
Ｒ
Ｃ
Ｃ
初
代
の
専
任

教
員
で
あ
り
、
Ｒ
Ｃ
Ｃ
草
創
期
の
牽

引
役
で
あ
っ
た
前
島
宗
甫
元
教
授
が

定
年
退
職
を
迎
え
ま
し
た
。
大
き
な

働
き
手
を
送
り
出
す
不
安
の
中
に
あ

り
ま
し
た
が
、
今
回
の
一
頁
を
担
当

し
て
く
だ
さ
っ
た
樋
口
進
教
授
を
二

代
目
の
専
任
教
員
と
し
て
与
え
ら�

れ
、
主
任
研
究
員
を
は
じ
め
、
心
強

く
新
た
な
船
出
を
始
め
て
は
や
八
ヶ

月
を
迎
え
よ
う
と
し
て
お
り
ま
す
。�

　
ま
た
、
恒
例
の
シ
リ
ー
ズ
「
キ
ャ

ン
パ
ス
の
中
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ�

ル
」
の
執
筆
も
こ
の
四
月
に
玉
川
大

学
か
ら
神
学
部
に
赴
任
さ
れ
た
土
井

健
司
助
教
授
に
担
当
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
さ
ら
に
今
回
紹
介
し
た
新

た
な
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
聖
典
と

今
日
の
課
題
」
も
す
で
に
発
足
し
研

究
会
を
重
ね
て
お
り
ま
す
。
そ
の
研

究
の
成
果
は
総
合
コ
ー
ス
等
で
お
伝

え
出
来
る
と
思
い
ま
す
。
今
年
度
、

キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
新
し
い
ス
タ
ッ

フ
が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
に
も
増

し
て
様
々
な
試
み
を
Ｒ
Ｃ
Ｃ
が
始
め

て
い
る
こ
と
を
ど
う
ぞ
、
お
覚
え
下

さ
い
。�

�

Ｒ
Ｃ
Ｃ
主
任
研
究
員
　
　
　
　
　
　�

経
済
学
部
助
教
授
　
　
　
　
　
　
　�

舟
　
木
　
　
　
讓�

編
集
後
記�

Ｒ
Ｃ
Ｃ
教
授
・
セ
ン
タ
ー
副
長
　
　
樋

口

　

進

�

神
学
部
助
教
授
　
　
　
　
　
　�

　
土

井

健

司

�

レ
ビ
ヤ
タ
ン�

キ
ャ
ン
パ
ス
の
中
の
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ
ル（
そ
の
７
）�

混
沌
と
し
た
現
代
社
会
の
問
題
に�

キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
提
言
を�

　
煙
草
を
断
っ
て

１５
年
ほ
ど
に
な
る�

が
、
こ
れ
ま
で
一

度
も
吸
い
た
い
と

思
っ
た
こ
と
は
な�

い
。
禁
煙
と
い
う

悲
壮
な
も
の
で
は

な
く
、
自
然
と
吸

い
た
く
な
く
な
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
も
、
旨
そ

う
に
煙
を
出
す
人

を
見
か
け
る
と
、

ち
ょ
っ
ぴ
り
羨
ま

し
く
な
る
こ
と
も

あ
る
。�

　
神
学
部
の
喫
煙

所
は
、
学
部
側
面

の
出
入
り
口
付
近

に
あ
る
。
学
期
中

そ
こ
を
通
り
か
か
る
と
、
学
生
が
喫

煙
し
て
い
る
の
を
た
び
た
び
見
か
け
る
。

あ
る
と
き
学
生
に
教
え
て
も
ら
っ
た

の
だ
が
、
そ
の
扉
の
上
段
に
は
彫
り

物
が
あ
っ
た
。
よ
く
見
る
と
、
な
に

や
ら
怪
物
ら
し
き
も
の
が
石
の
上
に

彫
っ
て
あ
る
。
瞬
間
「
あ
、
レ
ビ
ヤ

タ
ン
だ
」
と
閃
い
た
。
旧
約
聖
書
に

出
て
く
る
「
竜
」
の
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
家
ホ
ッ

ブ
ス
の
著
書
の
題
名
『
リ
バ
イ
ア
サ�

ン
』は
こ
の
レ
ビ
ヤ
タ
ン
の
英
語
読
み

で
あ
る
。
日
本
で
竜
と
言
え
ば
、
た

と
え
ば
「
龍
神
さ
ま
」
の
よ
う
に
神

さ
ま
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

聖
書
の
世
界
で
は
し
ば
し
ば
悪
の
化

身
だ
。
黙
示
録
を
見
れ
ば
た
だ
ち
に

わ
か
る
。
レ
ビ
ヤ
タ
ン
も
そ
の
一
つ
で
、

詩
編
７４
編
や
ヨ
ブ
記
な
ど
に
登
場
す�

る
。
中
で
も
ヨ
ブ
記
４１
章
に
は
そ
の

姿
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
口

か
ら
は
火
炎
が
噴
き
出
し
、
火
の
粉

が
飛
び
散
る
。
煮
え
た
ぎ
る
鍋
の
勢

い
で
、
鼻
か
ら
は
煙
が
吹
き
出
る
」

と
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
強
さ
に
つ
い

て
「
剣
も
槍
も
、
投
げ
槍
も
、
彼
を

突
き
刺
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
鉄
の

武
器
も
麦
藁
と
な
り
、
青
銅
も
腐
っ

た
木
と
な
る
」
と
書
く
。
ま
っ
た
く

恐
ろ
し
き
怪
物
で
あ
る
。�

　
一
体
な
ぜ
神
学
部
の
建
物
に
そ
の

よ
う
な
怪
物
が
彫
ら
れ
て
い
る
の�

か
。
神
学
部
に
は
レ
ビ
ヤ
タ
ン
が
潜

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
か
。
そ
れ
と

も
魔
除
け
の
つ
も
り
か
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
火
炎
を
噴
き
出
す
レ
ビ
ヤ

タ
ン
の
像
は
、
喫
煙
所
と
し
っ
く
り

合
っ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
。
と
は

い
え
、
吸
い
過
ぎ
と
火
に
は
ご
用
心�

を
。�

研究プロジェクト�
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ギ
リ
シ
ャ
の
映
画
監
督
、
テ
オ
・

ア
ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
の
最
新
作
『
エ
レ

ニ
の
旅
』
は
、
故
郷
を
追
わ
れ
、
息

子
た
ち
を
戦
争
に
と
ら
れ
、
最
後
は

夫
も
戦
争
で
失
う
女
性
の
物
語
で
あ
る
。

凄
絶
な
時
の
流
れ
の
中
で
も
人
々
が

諦
め
ず
に
歩
み
続
け
る
と
い
う
、
ア

ン
ゲ
ロ
プ
ロ
ス
の
変
わ
ら
ぬ
テ
ー
マ
が
、

詩
の
よ
う
に
美
し
い
画
面
と
と
も
に

展
開
さ
れ
て
い
く
。
評
論
家
の
加
藤

周
一
氏
は
こ
の
映
画
に
つ
い
て
、
「
霧

の
中
の
世
界
に
生
き
、
か
つ
死
ぬ
ほ

か
な
い
人
間
の
宿
命
を
、
優
し
く
、

い
た
わ
る
よ
う
に
示
す
も
の
」
と
評

し
た
。�

　
同
時
に
そ
れ
は
、
非
平
和
の
普
遍

性
を
描
い
た
も
の
で
も
あ
る
。
過
酷

な
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
エ
レ
ニ
を
通

し
て
、
平
和
を
喪
い
平
和
を
求
め
る�

人
々
の
物
語
が
、
簡
単
に
は
語
れ
な

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
語
ろ
う
と
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
エ
レ
ニ
の
よ

う
な
人
は
、
日
本
も
含
め
て
ど
こ
に

も
い
た
し
、
今
も
い
る
。
エ
レ
ニ
は

普
遍
的
だ
し
、
非
平
和
も
ま
た
普
遍

的
な
の
だ
。�

　
普
遍
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
平
和
の
ほ
う
で
あ
る
。
国
連
も
そ

の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
。
し
か
し
、

普
遍
的
平
和
を
求
め
る
営
み
は
今
な

お
不
完
全
な
ま
ま
で
あ
る
。�
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平
和
を
つ
く
る
た
め
に
国
連
が
採

用
し
た
の
は
集
団
安
全
保
障
と
い
う

方
式
だ
っ
た
。
多
国
間
主
義
に
立
脚
し
、

国
々
の
個
別
の
武
力
行
使
に
代
え
て
、

国
連
が
力
の
行
使
を
す
る
と
い
う
方

式
で
あ
る
。
個
別
に
武
力
行
使
を
す

る
方
式
よ
り
は
上
等
だ
が
、
問
題
も

あ
る
。
こ
の
体
制
は
不
正
義
（
悪
）

を
処
罰
す
る
体
制
だ
が
、
す
べ
て
の

不
正
義
が
処
罰
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
し
、
見
捨
て
ら
れ
る
人
々
（
例
え

ば
チ
ェ
チ
ェ
ン
の
人
々
）
も
い
る
、

と
い
う
点
で
あ
る
。�

　
た
し
か
に
、
罰
を
加
え
ら
れ
な
い

加
害
者
が
い
る
一
方
で
、
被
害
者
を

救
済
す
る
仕
組
み
は
徐
々
に
育
っ
た
。

た
と
え
ば
ク
ル
ド
人
難
民
に
対
す
る

救
援
活
動
な
ど
で
あ
る
。
だ
が
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
連
の
安
全

保
障
構
想
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
た�

（
い
る
）
も
の
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
《
和

解
を
促
す
安
全
保
障
》
で
あ
る
。�

　
世
界
大
戦
直
後
だ
っ
た
か
ら
や
む

を
え
な
い
面
も
あ
る
が
、
国
連
体
制

は
「
勝
利
に
よ
る
秩
序
」
を
目
指
す

も
の
だ
っ
た
。
勝
敗
を
決
し
な
く
と

も
よ
い
、
和
解
を
は
ぐ
く
む
秩
序
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
和
解
に

よ
る
安
全
保
障
制
度
」
な
ど
あ
り
う

る
か
、
と
問
わ
れ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
（
欧

州
連
合
）
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
、

と
答
え
て
お
こ
う
。�

　
冷
戦
後
の
国
連
で
は
、
も
う
一
つ

問
題
点
が
加
わ
っ
た
。
「
不
正
義
」

や
「
悪
」
の
指
定
を
独
占
し
よ
う
と

す
る
国
が
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
こ
そ
が
、
「
単
独
行
動
主
義
」
の

最
も
深
い
意
味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
お
い
て
は
、
秩
序
が
強
化
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
安
定

さ
が
増
す
。�
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冷
戦
終
焉
後
、
そ
れ
に
勝
利
し
た

唯
一
超
大
国
の
描
く
秩
序
に
は
む
か

う
者
が
「
悪
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
き
た
。
そ
れ
は
恣
意
的
に
な
り

や
す
い
だ
け
で
な
く
、
他
者
へ
の
強

制
で
あ
る
か
ら
、
「
支
配
」
さ
れ
る

側
の
中
に
反
抗
の
種
も
ば
ら
ま
く
。

ま
た
そ
れ
こ
そ
が
、
冷
戦
後
の
世
界

が
暴
力
性
を
高
め
た
こ
と
の
一
つ
の

原
因
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
う

し
て
強
制
さ
れ
る
側
が
一
気
に
不
満

を
ぶ
つ
け
、
い
わ
ゆ
る
「
テ
ロ
行
為
」

な
ど
、
破
壊
的
手
段
を
と
る
こ
と
も

辞
さ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
う
い
う
集
団
が
「
悪
」
だ
と
さ
れ
、

正
義
の
名
に
お
い
て
抑
圧
さ
れ
る
。�

　
正
義
と
い
う
も
の
は
、
必
要
だ
が

困
難
な
も
の
の
典
型
で
あ
る
。
必
要

な
「
正
義
」
と
は
、
人
が
み
ず
か
ら

の
責
任
な
く
し
て
苦
難
を
こ
う
む
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
賛

成
し
て
い
な
い
戦
争
で
殺
さ
れ
る
人
々

や
、
学
校
に
行
き
た
い
の
に
義
務
教

育
さ
え
受
け
ら
れ
な
い
子
供
た
ち
が

い
な
い
よ
う
な
状
態
ー
そ
れ
こ
そ
が
、

「
正
義
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
哲

学
者
の
市
井
三
郎
が
「
歴
史
の
進
歩
」

と
し
て
述
べ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。�

　
だ
が
、
こ
と
が
国
際
関
係
と
な
る
と
、

正
義
の
実
現
は
急
に
む
ず
か
し
く
な
る
。

国
際
社
会
に
は
「
何
が
正
義
か
」
の

客
観
的
な
判
断
機
関
が
な
い
か
ら
で

あ
る
。
客
観
的
判
断
の
機
関
や
制
度

が
な
い
社
会
で
は
、
強
者
の
自
己
判

断
あ
る
い
は
抑
制
の
欠
如
し
た
者
の

判
断
が
「
正
義
」
と
さ
れ
や
す
い
。

そ
れ
は
「
正
義
」
と
い
う
よ
り
は
、

た
だ
の
恣
意
で
あ
る
。
安
易
に
「
正

義
の
戦
争
」
を
語
る
こ
と
を
慎
ま
ね

ば
な
ら
な
い
の
も
、
ま
さ
に
そ
う
い

う
理
由
に
よ
る
。
そ
う
い
う
恣
意
を

避
け
る
た
め
に
は
、
強
制
行
動
は
基

本
的
に
安
保
理
な
ど
に
ゆ
だ
ね
る
の

が
よ
い
。
何
が
何
で
も
単
独
行
動
を

取
る
国
々
が
現
れ
た
場
合
に
は
、
せ

め
て
そ
う
い
う
行
為
が
法
的
に
説
明

し
き
れ
る
か
を
問
う
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
。
合
法
か
違
法
か
と
い
う
法
的

判
断
が
と
り
わ
け
重
要
に
な
る
の
で

あ
る
。
二
〇
〇
三
年
か
ら
の
対
イ
ラ

ク
戦
争
は
、
そ
の
点
で
禍
根
を
残
す

も
の
だ
っ
た
。�
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正
義
と
平
和
の
問
題
を
語
る
と
き
、

パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
は
避
け
て
通
れ
な
い
。

占
領
と
抵
抗
の
悲
劇
が
そ
こ
に
集
約

的
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。�

　
こ
の
問
題
の
長
い
歴
史
は
省
略
す

る
が
、
最
小
限
、
こ
の
紛
争
が
「
テ

ロ
を
す
る
側
」
と
「
テ
ロ
と
た
た
か

う
側
」
と
い
う
単
純
な
図
式
で
は
説

明
で
き
な
こ
と
は
理
解
し
て
お
か
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
側
も

悲
惨
な
点
で
は
共
通
し
て
い
る
の
で

あ
る
。�

　
最
終
的
な
解
決
方
法
と
し
て
は
、

ま
ず
は
パ
レ
ス
チ
ナ
国
家
の
建
設
を

認
め
、
す
で
に
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
と

の
平
和
共
存
体
制
を
つ
く
る
以
外
に

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
境
界
を
設
定

す
る
こ
と
だ
が
、
「
接
触
」
を
妨
げ

る
よ
う
な
壁
を
作
る
こ
と
と
は
明
ら

か
に
違
う
。
む
し
ろ
、
二
つ
の
民
族

の
間
の
憎
し
み
を
あ
お
る
よ
う
な
《
目

に
見
え
な
い
境
界
》
は
す
で
に
存
在

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
壊
す

た
め
に
こ
そ
国
境
と
い
う
法
的
な
境

界
を
設
定
す
る
、
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。�

　
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
ま
た
別
の
問
題

が
起
き
た
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
、
イ

ス
ラ
エ
ル
が
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
の
占

領
地
域
を
包
み
込
む
分
離
壁
を
建
設

し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
は
国
際
司
法
裁
判
所
も
、
「
分

離
壁
」
が
国
際
法
に
違
反
す
る
も
の

で
あ
り
、
撤
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
勧
告
的
意
見
を
示
し
た
。
こ

の
壁
は
、
た
だ
の
国
境
と
は
明
ら
か

に
違
う
。
人
々
の
「
接
触
」
を
断
ち

切
り
、
憎
し
み
を
強
め
、
平
和
を
更

に
遠
ざ
け
て
し
ま
う
境
界
線
な
の
で

あ
る
。
同
じ
よ
う
な
壁
が
、
第
二
次

世
界
大
戦
前
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ワ
ル

シ
ャ
ワ
な
ど
い
く
つ
か
の
市
で
、
ユ

ダ
ヤ
人
を
囲
い
込
む
た
め
の
地
区
（「
ゲ

ッ
ト
ー
」）
に
お
い
て
建
設
さ
れ
た
の

だ
っ
た
。
二
十
一
世
紀
に
な
っ
た
い
ま
、

そ
れ
を
反
転
し
た
よ
う
な
光
景
が
パ

レ
ス
チ
ナ
で
く
り
広
げ
ら
れ
る
。
そ

れ
は
、
悲
惨
の
受
け
渡
し
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
。�

　
パ
レ
ス
チ
ナ
出
身
の
学
者
、
エ
ド

ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
、
そ
の
著
『
知

識
人
と
は
何
か
』
に
お
い
て
、
知
識

人
の
役
割
を
「
特
定
の
人
種
や
民
族

が
こ
う
む
っ
た
苦
難
を
、
人
類
全
体

に
か
か
わ
る
も
の
と
み
な
し
、
み
ず

か
ら
の
苦
難
と
他
の
人
々
の
苦
難
と

を
関
係
づ
け
る
」
こ
と
だ
と
し
て
い�

る
。
平
和
の
た
め
に
は
「
他
者
」
へ

の
想
像
力
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。�

　
イ
ス
ラ
エ
ル
に
も
、
そ
う
い
う
普

遍
的
視
点
を
保
つ
こ
と
の
で
き
る
人

が
い
る
。
そ
の
一
人
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
の
ア
ミ
ラ
・
ハ
ス
は
、
著
書
『
パ

レ
ス
チ
ナ
か
ら
報
告
し
ま
す
』
に
お

い
て
、
「
自
分
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
を

生
き
延
び
た
者
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

抑
圧
に
反
対
す
る
。
だ
か
ら
自
国
が

占
領
し
て
い
る
こ
と
に
も
反
対
す
る

の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
面
白
い
の
は
、

ハ
ス
が
そ
う
い
う
考
え
方
を
取
る
理

由
に
つ
い
て
「
自
分
は
左
派
だ
か
ら
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
左
派
」

と
は
彼
女
に
よ
れ
ば
、
「
ヒ
ュ
ー
マ

ン
で
あ
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
人
間

存
在
の
根
源
的
な
価
値
を
重
ん
ず
る

こ
と
を
意
味
す
る
。�
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い
ま
こ
う
い
う
状
況
の
中
で
平
和

に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
は
ど
う
い
う

意
味
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
非
平

和
状
況
の
中
で
反
知
性
主
義
が
は
び

こ
る
こ
と
が
耐
え
が
た
く
、
ま
た
危

険
だ
か
ら
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ

ム
の
こ
ろ
の
ア
メ
リ
カ
が
ま
さ
に
そ

う
だ
っ
た
。
深
く
考
え
ず
に
付
和
雷

同
す
る
市
民
が
あ
っ
と
い
う
間
に
多

数
を
占
め
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

だ
け
で
は
な
い
。
日
本
も
同
様
で
、

た
と
え
ば
丸
山
眞
男
教
授
は
、
日
本

で
は
「
時
勢
主
義
」
が
は
び
こ
り
や

す
く
、
も
の
ご
と
の
存
在
根
拠
を
問

う
姿
勢
に
乏
し
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

「
こ
と
こ
こ
に
至
っ
て
」
式
の
、
な

し
崩
し
的
な
自
己
正
当
化
で
あ
る
。�

　
も
っ
と
も
、
論
理
的
に
思
考
す
る

だ
け
で
は
平
和
を
つ
く
る
心
は
生
ま

れ
な
い
。
「
い
ま
、
こ
こ
で
」
見
え

ぬ
も
の
に
心
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
「
慣
れ
っ
こ
」
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
新
た
な
ま

な
ざ
し
を
向
け
、
「
本
当
に
そ
う
な

の
か
」
と
問
い
直
す
こ
と
で
あ
る
。

想
像
力
と
は
そ
う
い
う
こ
と
を
指
す
。�

　
だ
が
そ
れ
は
、
空
想
で
は
な
い
。

軍
縮
の
問
題
を
、
「
こ
の
兵
器
で
殺

さ
れ
る
人
々
が
別
の
と
こ
ろ
に
い
る

と
い
う
こ
と
、
そ
の
事
実
を
わ
れ
わ

れ
は
ど
う
考
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
」

で
あ
る
と
説
い
た
の
は
坂
本
義
和
教

授
で
あ
る
。
「
別
の
所
に
い
る
人
々
」

に
思
い
を
は
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

眼
に
見
え
な
い
壁
の
向
こ
う
側
の
人
々

の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。�

　
ワ
ル
シ
ャ
ワ
の
壁
も
、
ベ
ル
リ
ン

の
壁
も
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
壁
も
、
何

よ
り
、
想
像
力
を
遮
断
す
る
も
の
で

あ
る
。
そ
し
て
、
壁
の
向
こ
う
側
で

誰
が
ど
ん
な
苦
し
み
を
こ
う
む
っ
て

い
る
か
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
が
平

和
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
の
で
は

な
い
か
。
「
正
義
が
悪
に
立
ち
向
か�

う
」
と
い
う
単
純
明
快
な
図
式
だ
け

で
は
平
和
は
得
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、

理
性
で
複
雑
さ
を
か
き
分
け
て
い
く

以
外
に
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
自

分
だ
け
の
正
義
で
は
な
く
、
「
他
者

と
の
正
義
」
を
求
め
る
こ
と
が
重
要

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は

共
感
（com

passion

）
を
高
め
、
異

質
な
他
者
へ
の
寛
容
を
強
め
る
こ
と
、

と
言
っ
て
も
よ
い
。�

��
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最
後
に
今
日
の
話
に
関
連
す
る
聖

書
の
箇
所
に
触
れ
た
い
。
エ
ペ
ソ
人

へ
の
手
紙
（
エ
フ
ェ
ソ
の
信
徒
へ
の

手
紙
）
二
章
十
四
〜
十
六
節
で
、
そ

こ
に
は
「
キ
リ
ス
ト
は
私
た
ち
の
平

和
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
も
の
を
一
つ

に
し
、
敵
意
と
い
う
隔
て
の
中
垣
を

取
り
除
き
、
敵
意
を
十
字
架
に
か
け

て
滅
ぼ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」
（
口

語
訳
）
と
あ
る
。�

　
そ
れ
こ
そ
が
平
和
な
の
で
は
な
い
か
。

敵
意
の
中
垣
を
超
え
る
こ
と
が
肝
要

な
の
で
は
な
い
か
。
指
導
的
な
国
の

い
く
つ
か
が
み
ず
か
ら
の
正
義
に
酔
い
、

他
者
に
懲
罰
を
重
ね
て
い
る
う
ち
に
、

世
界
は
平
和
に
な
る
の
で
は
な
く
、

よ
り
不
安
定
化
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
を
ど
う
軌
道
修
正
す
る
か
ー
そ
れ

を
突
き
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め
て
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え
る
こ
と
が
現
在

の
課
題
で
あ
る
。
国
連
を
改
革
す
る

と
い
う
と
き
に
も
、
そ
の
点
を
た
だ

す
こ
と
の
大
切
さ
を
見
失
っ
て
は
な

ら
な
い
。�
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