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（
全
文
）

今
年
二
〇
一
五
年
は
、
韓
国
が
帝
国
日
本
の
植
民
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
た
「
光
復
七
〇
周
年
」
に
あ
た
る
と
共
に
、
民
族

の
「
分
断
七
〇
周
年
」
と
な
る
年
で
あ
る
。
国
内
で
は
民
族
の
平
和
的
統
一
が
切
実
に
要
請
さ
れ
、
国
際
的
に
は
韓
半
島
の
運

命
に
影
響
を
与
え
て
き
た
列
強
諸
国
の
動
き
に
よ
り
緊
張
が
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
長
老
会
神
学
大
学
校
教
授
一

同
は
歴
史
を
導
か
れ
る
神
の
摂
理
を
省
察
す
る
中
で
、
時
代
状
況
に
対
応
す
る
神
学
的
座
標
を
設
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
ア
ジ
ア
―
太
平
洋
時
代
を
迎
え
た
今
日
、
わ
れ
わ
れ
は
韓
国
教
会
の
時
代
的
課
題
が
世
界
の
教
会
に
仕
え
る
こ
と
に
あ
る

と
明
確
に
認
識
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
長
老
会
神
学
大
学
校
が
改
革
教
会
の
伝
統
で
あ
る
聖
書
的
・
福
音
的
神
学
に
基
盤
を
置

く
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
神
学
を
志
向
し
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、「
1
9
8
5
年
長
老
会
神
学
大
学
神
学
声
明
」
な
ら
び
に

「
2
0
0
2
年
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
」
を
発
展
的
に
継
承
し
、
こ
こ
に
「
2
0
1
5
年
長
老
会
神
学
大
学
校
神
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学
声
明
」
を
発
表
し
よ
う
と
す
る
。
本
声
明
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
本
校
の
神
学
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
し
、
ま
た

現
在
の
社
会
・
政
治
・
経
済
・
文
化
的
状
況
に
応
答
す
べ
く
本
校
の
神
学
的
立
場
と
行
動
綱
領
を
闡
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

第
1
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
三
位
一
体
な
る
神
の
言
葉
と
し
て
の
聖
書
に
証
言
さ
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神

の
国
の
福
音
に
基
礎
を
お
く
。

新
旧
約
聖
書
は
、
神
の
言
葉
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
実
践
の
源
泉
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
状
況
に
お
け
る
神
学
と
実

践
の
た
め
の
原
資
料
か
つ
規
範
で
あ
る
。
神
の
言
葉
で
あ
る
聖
書
は
、
生
き
て
お
ら
れ
る
御
言
葉
と
し
て
の
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
を
証
言
し
、
究
極
的
に
は
三
位
一
体
な
る
神
を
啓
示
す
る
。
聖
書
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
父
な
る
神
を
創
造
主
と
し
て
、

子
な
る
神
を
救
い
主
と
し
て
、
聖
霊
な
る
神
は
終
末
論
的
完
成
を
も
た
ら
す
力
の
主
と
し
て
こ
れ
を
認
識
す
る
。
世
界
の
全
歴

史
は
、
こ
の
三
位
一
体
な
る
神
の
経
綸
の
中
で
終
末
論
的
未
来
に
向
か
っ
て
前
進
す
る
。
新
旧
約
聖
書
の
中
心
的
内
容
は
三
位

一
体
な
る
神
の
創
造
と
救
い
の
歴
史
に
あ
り
、
特
に
新
約
聖
書
の
核
心
的
主
題
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
宣
べ
伝
え
ら
れ

実
践
さ
れ
た
神
の
国
の
福
音
（
マ
ル
コ
1
・
15
、
ル
カ
16
・
16
）
に
あ
る
。
聖
書
に
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
と
神
の
国
の
福
音

に
対
す
る
初
期
の
教
会
の
信
仰
告
白
と
実
践
的
応
答
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
応
答
を
今
日
的
状
況
に

お
い
て
新
し
く
理
解
し
具
現
す
る
神
学
と
実
践
と
を
追
求
し
よ
う
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
神
学
と
実
践
に
お
け
る
中
心
的
主
題

は
、
神
の
国
の
福
音
で
あ
る
。
神
の
国
の
福
音
に
よ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
全
て
の
人
は
罪
が
赦
さ
れ
、
神
の
子

と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
改
革
神
学
の
伝
統
に
従
い
、
た
だ
恵
み
に
よ
り
、
た
だ
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
わ
れ
わ
れ
が
義
認
に
至
る

こ
と
、
ま
た
聖
化
へ
と
向
か
う
生
を
生
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
信
じ
る
。
神
の
国
は
神
が
統
べ
治
め
ら
れ
る
国
で
あ
り
、
神

の
民
の
共
同
体
で
あ
る
。
神
は
万
有
の
主
、
諸
王
の
王
で
あ
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
統
治
範
囲
は
教
会
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
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世
の
全
て
を
含
む
。
わ
れ
わ
れ
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
と
十
字
架
ま
た
復
活
と
聖
霊
の
力
に
お
い
て
、
こ
の
世
に
す
で
に

到
来
し
た
神
の
国
を
味
わ
い
、
将
来
完
成
す
る
正
義
と
平
和
と
愛
の
国
を
展
望
し
、
神
の
国
の
福
音
を
宣
べ
伝
え
、
神
の
国
の

実
現
の
た
め
に
献
身
す
る
。
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
本
校
の
教
育
理
念
で
あ
る
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福

音
伝
播
と
神
の
国
の
具
現
」
を
目
的
と
す
る
統
全
的
（
オ
ン
）
神
学
を
追
求
す
る
。

第
2
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
神
の
平
和
を
遂
げ
る
民
族
和
解
と
韓
半
島
の
統
一
ま
た
世
界
平
和
を
追
求
す
る
。

わ
が
民
族
は
一
九
四
五
年
の
光
復
直
後
に
分
断
さ
れ
、
6
・
25
戦
争
（
朝
鮮
戦
争
）
を
経
て
分
断
は
固
着
化
し
た
。
約
七
〇

年
に
わ
た
り
南
北
韓
は
軍
事
的
に
対
峙
し
つ
つ
、
体
制
に
関
わ
る
競
争
を
繰
り
広
げ
て
来
た
。
最
近
は
北
韓
の
ミ
サ
イ
ル
と
核

開
発
に
よ
り
、
韓
半
島
の
危
機
的
状
況
は
持
続
・
深
化
し
つ
つ
あ
る
。
南
韓
と
北
韓
で
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
体
制
が
構
築
さ
れ
た

結
果
、
民
族
の
同
質
性
は
脅
威
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
加
え
、
自
国
の
利
益
を
追
求
す
る
強
大
な
周
辺
諸
国
に
よ
る
韓

半
島
政
策
は
、
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
と
安
全
を
脅
か
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
光
復
七
〇
周
年
を
迎
え
る
わ
れ
わ

れ
に
与
え
ら
れ
た
優
先
的
課
題
は
、
南
北
韓
の
葛
藤
解
決
、
民
族
和
解
の
実
現
、
民
族
の
同
質
性
回
復
に
あ
る
。
し
か
し
、
わ

れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
課
題
の
実
現
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
積
極
的
な
参
与
を
し
得
な
か
っ
た
。
神
の
国
の
福
音
は
平
和
の
福
音
で

あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
り
成
し
遂
げ
ら
れ
た
和
解
の
十
字
架
（
エ
フ
ェ
ソ
2
・
14
―
16
）
の

御
前
で
神
の
赦
し
を
求
め
、
平
和
の
源
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
に
倣
い
、
和
解
と
平
和
の
働
き
人
（
マ
タ
イ
5
・
9
、
Ⅱ
コ
リ
ン

ト
5
・
18
）
と
な
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
韓
半
島
の
非
核
化
と
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
政
策
の
た
め
の
努
力

に
全
力
を
尽
く
す
。
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
を
実
現
す
る
た
め
の
六
者
会
合
当
事
国
と
、
膠
着
状
態
に
陥
っ
た
南
北
関
係

の
改
善
に
努
め
る
南
北
韓
当
局
者
た
ち
に
対
し
、
真
の
対
話
と
行
動
を
促
す
。
わ
れ
わ
れ
は
神
の
国
の
自
由
・
正
義
・
和
解
・

平
和
が
実
現
す
る
韓
半
島
の
統
一
を
追
い
求
め
、
こ
れ
ら
の
神
の
国
の
価
値
が
韓
半
島
な
ら
び
に
東
北
ア
ジ
ア
を
越
え
て
、
全
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世
界
に
拡
張
さ
れ
得
る
よ
う
努
め
る
も
の
で
あ
る
。

第
3
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
神
の
正
義
を
具
現
す
る
た
め
、
社
会
的
弱
者
と
小
さ
き
者
を
い
た
わ
る
公
共
性
を
追
求
す

る
。新

自
由
主
義
経
済
体
制
の
下
で
、
社
会
経
済
の
両
極
化
は
ま
す
ま
す
深
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
結
果
、
社
会
の
全
領
域
に
お

い
て
社
会
的
弱
者
の
被
る
苦
し
み
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
。
競
争
力
が
絶
対
的
価
値
と
な
る
こ
と
で
競
争
か
ら
取
り
残
さ
れ
た
弱

者
は
非
人
間
的
な
生
を
営
む
こ
と
と
な
り
、
家
族
の
崩
壊
や
自
死
な
ど
の
悲
劇
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に

は
、
解
決
す
べ
き
諸
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
貧
者
は
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
り
、
富
者
は
ま
す
ま
す
富
む
と
い
う
現
象
、
富
の

偏
重
に
よ
る
教
育
の
不
平
等
、
生
計
型
自
営
業
者
た
ち
の
破
産
、
非
正
規
雇
用
の
問
題
な
ど
に
よ
り
、
社
会
的
葛
藤
が
増
大
し

つ
つ
あ
る
。
脱
北
者
〈
北
韓
離
脱
住
民
〉、
多
文
化
家
庭
〈
国
際
結
婚
や
移
住
民
に
よ
る
家
庭
〉、
外
国
人
労
働
者
た
ち
に
対
す

る
偏
見
や
差
別
は
社
会
的
統
合
を
阻
害
し
つ
つ
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
人
間
の
尊
厳
、
人
間
ら
し
い
生
、
男
女
平
等
を

含
む
社
会
的
基
本
権
を
い
っ
そ
う
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
神
が
社
会
的
弱
者
や
小
さ

き
者
の
苦
し
み
に
対
し
優
先
的
に
応
答
さ
れ
る
主
（
マ
タ
イ
25
・
40
）
で
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
。
神
の
国
は
正
義
の
国
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
を
召
し
義
と
さ
れ
る
神
は
、
不
義
腐
敗
の
進
ん
だ
社
会
を
改
革
す
る
塩
と
光
の
役
割
（
マ
タ
イ
5
・
13
―
16
）

を
わ
れ
わ
れ
が
果
た
す
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
を
通
し
て
神
の
正
義
（
ア
モ
ス
5
・
24
）
を
実
現
せ
し
め
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

社
会
的
弱
者
や
小
さ
き
者
を
助
け
、
隣
人
と
共
に
生
き
る
と
い
う
神
の
国
の
価
値
を
具
現
す
る
た
め
に
、
神
学
の
公
共
性
を
追

求
す
る
。

第
4
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
神
の
生い
の
ち命
の
回
復
と
創
造
の
秩
序
の
た
め
に
被
造
世
界
と
生
態
系
の
回
復
な
ら
び
に
そ
の
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保
全
を
追
求
す
る
。

今
日
、
人
類
は
環
境
汚
染
や
生
態
系
の
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
人
間
の
貪
欲
と
罪
に
よ
り
、
創
造
の
秩
序
は
歪
曲
さ
れ
、

自
然
破
壊
は
進
み
、
全
被
造
物
が
苦
し
み
の
た
だ
中
で
嘆
息
し
つ
つ
あ
る
。
産
業
文
明
は
地
球
の
温
暖
化
を
招
来
し
、
こ
れ
に

よ
る
気
候
変
化
や
自
然
災
害
は
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
の
生
存
を
お
び
や
か
し
つ
つ
あ
る
。
生い
の
ち命
を
軽
視
す
る
反
生
命
的
文
化
の
中

で
、
福
島
第
一
原
発
事
故
や
セ
ウ
ォ
ル
号
の
惨
事
な
ど
の
諸
事
件
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
。
人
間
と
全
被
造
物
は
神
の
被
造
共
同

体
で
あ
り
、
三
位
一
体
な
る
神
の
似
姿
（im

ago	D
ei

）
に
か
た
ど
ら
れ
た
人
間
は
被
造
物
を
保
護
し
、
こ
れ
を
治
め
る
僕
と

し
て
召
さ
れ
た
（
創
世
記
1
・
28
）。
神
の
国
は
生い
の
ち命
の
国
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
受
肉
さ
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生
と

十
字
架
と
復
活
に
お
い
て
、
終
末
論
的
な
新
し
い
創
造
と
生い
の
ち命

の
秩
序
と
が
先
取
り
と
し
て
（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
5
・
17
、
ガ
ラ
テ

ヤ
6
・
15
）
到
来
し
た
こ
と
を
信
じ
る
。
神
の
国
は
人
間
の
救
い
の
み
な
ら
ず
、
創
造
の
秩
序
回
復
と
生い
の
ち命
の
価
値
の
完
全
な

具
現
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
（
イ
ザ
ヤ
65
・
17
―
25
、
エ
ゼ
キ
エ
ル
36
・
33
―
36
）。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
生い
の
ち命
を
破

壊
し
生い
の
ち命

の
価
値
を
毀
損
す
る
勢
力
に
立
ち
向
か
っ
て
こ
れ
と
戦
い
、
生い
の
ち命

の
霊
に
満
ち
た
世
界
の
実
現
の
た
め
に
努
力
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
生
態
の
正
義
に
基
づ
い
た
生
の
在
り
方
を
追
求
し
、
地
と
環
境
と

を
尊
重
す
る
霊
性
を
育
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
5
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
神
の
宣
教
を
志
向
す
る
諸
教
会
の
連
合
と
一
致
を
追
求
す
る
。

今
日
の
韓
国
教
会
は
、
間
断
な
き
分
裂
や
葛
藤
に
よ
る
甚
だ
し
い
混
乱
と
苦
し
み
の
た
だ
中
に
あ
る
。
物
量
的
成
長
主
義
、

利
己
的
各
個
教
会
主
義
、
排
他
的
教
派
主
義
、
変
則
的
な
教
会
の
世
襲
な
ど
の
諸
問
題
に
よ
り
、
韓
国
教
会
は
社
会
か
ら
不
信

や
指
弾
を
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
教
会
の
姿
は
、
地
域
の
福
音
化
や
世
界
宣
教
に
と
っ
て
躓
き
と
な
っ
て
い
る
。
諸
教
会

の
連
合
と
一
致
は
、
神
の
宣
教
（m

issio	D
ei

）
の
た
め
に
ま
ず
成
し
遂
げ
ら
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。「
一
つ
の
、
聖
な
る
、
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普
遍
的
、
使
徒
的
」
な
教
会
は
、
聖
霊
の
力
に
あ
っ
て
世
の
全
て
の
信
徒
が
交
わ
る
そ
の
交
わ
り
の
中
で
連
合
す
る
宇
宙
的
信

仰
共
同
体
（
エ
フ
ェ
ソ
1
・
23
）
で
あ
り
、
神
の
宣
教
に
参
与
す
る
宣
教
共
同
体
で
あ
る
（
Ⅱ
コ
リ
ン
ト
12
・
12
）。
わ
れ
わ

れ
は
個
人
伝
道
、
生
を
通
し
た
福
音
の
証
言
、
社
会
的
責
任
を
含
む
神
の
宣
教
を
志
向
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
過

去
と
現
在
を
反
省
し
つ
つ
、
更
新
と
改
革
を
通
し
た
教
会
の
連
合
と
一
致
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
に
力
を
尽
く
す
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
の
諸
教
会
に
対
す
る
韓
国
教
会
の
使
命
を
自
覚
し
、
世
界
の
諸
教
会
の
連
合
と
一
致
の
た
め
の
運

動
に
も
積
極
的
に
参
与
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
通
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
世
に
向
っ
て
神
の
愛
を
宣
べ

伝
え
、
穏
健
か
つ
全
的
な
福
音
を
具
現
す
る
神
の
宣
教
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
、
わ
れ
わ
れ
の
使
命
に
全
力
を
尽
く
す
も
の

で
あ
る
（
イ
ザ
ヤ
61
・
1
―
3
、
使
徒
言
行
録
1
・
8
）。

第
6
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
韓
国
教
会
の
危
機
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
対
処
し
、
そ
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
の
教
育

に
力
を
尽
く
す
。

今
日
の
韓
国
教
会
は
、
総
体
的
な
危
機
に
直
面
し
て
い
る
。
韓
国
教
会
の
成
長
は
停
滞
し
て
お
り
、
牧
会
者
の
道
徳
的
な
緩

み
や
教
会
の
対
社
会
的
影
響
力
の
減
少
に
よ
り
、
量
的
に
も
質
的
に
も
困
難
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
上
、
次
世
代
へ
の

信
仰
継
承
に
関
す
る
韓
国
教
会
の
危
機
は
、
韓
国
の
未
来
へ
の
展
望
さ
え
を
も
暗
い
も
の
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は

教
会
の
神
学
で
あ
る
と
同
時
に
、
教
会
の
た
め
の
神
学
で
あ
る
こ
と
を
も
こ
こ
に
確
認
す
る
（
コ
ロ
サ
イ
1
・
25
）。
わ
れ
わ

れ
は
ま
ず
、
現
在
の
韓
国
教
会
の
危
機
が
牧
会
者
養
成
を
担
う
神
学
校
と
神
学
教
師
に
も
責
任
あ
る
こ
と
を
認
め
（
ヤ
コ
ブ

3
・
1
）、
悲
し
み
に
心
痛
め
つ
つ
こ
れ
を
悔
い
改
め
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
学
校
が
こ
の
危
機
に
対
し
て
と
っ
て
き
た

受
動
的
か
つ
消
極
的
な
姿
勢
を
脱
皮
し
、
積
極
的
に
こ
れ
に
対
処
し
、
危
機
克
服
の
た
め
の
神
学
教
育
へ
と
邁
進
す
る
こ
と
を

こ
こ
に
闡
明
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
霊
性
、
人
性
、
知
性
、
牧
会
に
お
い
て
力
量
あ
る
牧
会
者
と
教
会
指
導
者
を
養
成
し
、
韓
国
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教
会
の
危
機
を
打
開
し
得
る
神
学
教
育
に
力
を
尽
く
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
神
の
言
葉
に
根
ざ
し
た
イ
エ
ス
・

キ
リ
ス
ト
の
弟
子
を
養
成
し
、
知
と
生
と
が
一
致
す
る
よ
う
人
格
を
高
め
、
学
問
と
現
場
と
が
分
離
し
な
い
神
の
国
の
働
き
人

を
立
て
、
信
徒
た
ち
の
信
仰
と
生
活
に
変
化
を
起
こ
す
よ
う
な
実
際
的
力
を
備
え
た
牧
会
者
を
養
育
し
、
こ
れ
を
派
遣
す
る
神

学
教
育
を
追
求
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
神
学
教
育
の
内
容
と
方
法
を
改
善
す
る
の
み
な
ら
ず
、
神
学
校
教
師
と
し

て
の
召
命
と
使
命
と
献
身
と
を
、
こ
こ
に
新
た
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
7
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
世
俗
主
義
的
文
化
を
変
革
さ
せ
、
神
の
国
の
文
化
形
成
と
そ
の
拡
散
に
寄
与
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。

今
日
の
人
類
は
、
世
俗
主
義
文
化
の
中
に
あ
っ
て
生
き
て
い
る
。
人
間
を
断
片
化
さ
せ
る
個
人
主
義
は
共
に
生
き
る
共
同
体

の
秩
序
を
破
壊
し
、
マ
モ
ン
の
力
は
生い
の
ち命
を
単
な
る
商
品
や
消
費
財
へ
と
作
り
替
え
、
人
間
が
存
在
と
所
有
と
を
混
同
す
る
よ

う
に
導
く
。
科
学
技
術
に
対
す
る
信
頼
を
絶
対
化
す
る
科
学
技
術
主
義
は
、
宗
教
に
取
っ
て
代
わ
り
つ
つ
あ
る
。
快
楽
を
求
め

る
物
神
主
義
は
、
人
間
に
偽
り
の
豊
か
さ
を
追
い
求
め
さ
せ
、
人
間
の
精
神
と
生
の
在
り
方
を
荒
廃
さ
せ
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し

た
世
俗
主
義
文
化
に
は
、
創
造
主
な
る
神
の
座
に
向
か
っ
て
上
昇
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
罪
性
が
染
み
込
ん
で
い
る
。
こ
の
文

化
は
、
人
間
と
被
造
物
を
罪
の
結
果
と
し
て
の
死
の
泥
沼
へ
と
陥
る
よ
う
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
当
然
な
が
ら
イ
エ

ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
の
力
に
よ
っ
て
変
革
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
世
俗
主
義
文
化
に
対
抗
し
、
神
の
国
の

文
化
を
追
い
求
め
る
。
神
の
国
の
文
化
は
、
世
俗
主
義
的
価
値
観
に
抵
抗
し
つ
つ
、
政
治
・
経
済
・
社
会
・
文
化
・
芸
術
・
教

育
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
神
の
統
治
が
成
就
す
る
こ
と
を
渇
望
す
る
場
に
臨
む
も
の
で
あ
る
（
ロ
ー
マ
8
・
21
）。
わ
れ
わ

れ
は
、
神
の
創
造
の
秩
序
か
ら
逸
脱
し
て
堕
落
し
た
人
間
の
文
化
が
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
に
よ
る
救
い
の
恵
み
に

よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
こ
と
を
信
じ
る
。
キ
リ
ス
ト
の
体
で
あ
る
教
会
は
、
こ
の
世
の
文
化
へ
の
対
案
的
共
同
体
と
し
て
世
俗
主
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義
文
化
を
変
革
さ
せ
、
神
の
国
の
文
化
を
具
現
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
す
で
に
先
取
り
さ

れ
た
神
の
国
は
、
神
の
義
を
追
求
す
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
た
ち
を
通
し
て
拡
げ
ら
れ
る
。
神
の
国
の
文
化
は
地
上
に

お
い
て
も
具
現
さ
れ
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
、「
新
し
い
天
と
新
し

い
地
が
」
開
か
れ
、「
聖
な
る
都
、
新
し
い
エ
ル
サ
レ
ム
が
、
天
か
ら
下
っ
て
来
」（
黙
示
録
21
・
1
―
2
）、
こ
う
し
て
全
宇

宙
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
生い
の
ち命
が
満
た
さ
れ
る
中
、
愛
と
平
和
の
共
同
体
で
あ
る
神
の
国
は
完
全
に
成
就
す
る
も
の
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

二
〇
一
五
年
八
月
一
五
日　

光
復
節
を
迎
え
て

長
老
会
神
学
大
学
校　

教
授
一
同

Ⅰ
．
は
じ
め
に

「
聖
学
院
大
学
は
、
そ
の
精
神
が
す
ば
ら
し
い
大
学
で
す
」。
二
〇
一
六
年
六
月
三
日
、
長チ
ャ
ン
ノ
フ
ェ
シ
ナ
ッ

老
会
神
学
大
学
校
（Presbyterian	U

niver-

sity	and	T
heological	Sem

inary		

以
下
、
長チ
ャ
ン
シ
ン
デ

神
大
と
略
）
で
行
わ
れ
た
学
期
最
後
の
終
講
感
謝
礼
拝
の
際
に
、
金キ
ム
・
ミ
ョ
ン
ヨ
ン

明
容
総
長
が
説
教
の

中
で
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。「
和
解
の
神
学
」
と
題
さ
れ
た
そ
の
説
教
で
、
金
総
長
は
二
〇
世
紀
に
日
本
や
ド
イ
ツ
が
引
き
起
こ
し
た
悲
惨

な
戦
争
に
触
れ
、「
本
当
に
悔
い
改
め
を
必
要
と
す
る
人
々
は
、
他
に
先
ん
じ
て
自
ら
進
ん
で
悔
い
改
め
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
」
と
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い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
人
々
は
「
最
後
に
よ
う
や
く
悔
い
改
め
る
よ
う
に
な
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
世
の
現
実
を
強
調
し
た
。
そ

の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
語
ら
れ
た
の
が
冒
頭
の
言
葉
で
あ
っ
た
。
自
分
た
ち
韓
国
人
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
東
北
ア
ジ
ア
と
の
関
係
に
お
い

て
安
倍
政
権
が
異
常
な
方
向
へ
向
か
い
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
日
本
の
潮
流
の
中
で
、
こ
う
し
た
流
れ
と
闘
っ
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
金
総
長
は
聖
学
院
大
学
の
名
前
を
挙
げ
、「
聖
学
院
大
理
事
長
の
阿
久
戸
牧
師
は
、
こ
の
礼
拝
堂
で
、
こ
の
説
教
壇

か
ら
赦
し
を
乞
わ
れ
ま
し
た
」
と
語
り
、
日
本
に
は
こ
の
よ
う
な
精
神
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
大
学
が
あ
る
と
宣
言
し
た
の
で
あ
っ
た
。

長
神
大
総
長
の
聖
学
院
大
学
に
対
す
る
評
価
は
非
常
に
高
い
。
そ
の
規
模
に
お
い
て
は
、
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
、
世
界
的
に
も
最
大
級
の

神
学
部
と
神
学
校
（sem

inary
）
を
擁
す
る
大
学
へ
と
発
展
し
た
長
神
大
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
長
神
大
で
、
聖
学
院
大
学
は
日
本
で
特

別
存
在
意
義
の
あ
る
大
学
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
済
的
に
も
軍
事
的
に
も
、
そ
れ
ゆ
え
政
治
的
に
も
、
ア
ジ
ア
の
重
要

性
が
世
界
的
に
認
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
っ
て
、
な
お
欧
米
偏
重
的
雰
囲
気
が
色
濃
く
残
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
依
然
支
配
的
で
あ
る
よ

う
に
さ
え
見
え
る
日
本
の
多
く
の
諸
大
学
の
中
で
、
聖
学
院
大
学
は
特
に
東
北
ア
ジ
ア
に
目
を
向
け
、
そ
の
重
要
性
を
頭
で
認
識
す
る
の
み

な
ら
ず
、
具
体
的
に
東
北
ア
ジ
ア
の
韓
国
に
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
大
学
と
の
交
流
を
模
索
し
、
こ
れ
を
押
し
進
め
て
き
た
。
中
で
も
、
聖
学
院

大
学
は
二
〇
〇
八
年
に
長
神
大
と
相
互
交
流
協
定
を
結
び
、
そ
れ
以
来
「
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
」
や
「
学
生
交
流
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
通
し

て
、
毎
年
、
特
別
の
学
的
・
人
的
交
流
を
持
ち
続
け
て
き
た
。
こ
う
し
た
実
績
に
併
せ
、
こ
れ
ま
で
重
ね
ら
れ
て
き
た
理
事
長
・
院
長
・
学

長
に
よ
る
韓
国
で
の
発
言
を
通
し
て
、
長
神
大
で
は
、
聖
学
院
大
学
が
日
本
の
中
に
存
在
す
る
良
心
と
し
て
認
知
・
評
価
さ
れ
て
お
り
、
ま

た
そ
の
こ
と
は
韓
国
の
諸
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
広
く
紹
介
さ
れ
て
も
い
る
）
2
（

。

今
回
の
こ
の
発
表
の
場
も
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
日
本
で
は
、「
2
0
1
5
年
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
声
明
」

（
以
下
、「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
と
略
）
へ
の
関
心
を
ど
こ
よ
り
も
先
駆
け
て
強
く
示
し
、
反
応
し
た
の
は
聖
学
院
大
学
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、
ま
さ
に
上
述
の
流
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
は
、
日
本
で
は
す
で
に
新
教
出
版
社
の
『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
五
年
一
二
号
に
お
い
て
そ
の
全
文
が
拙
訳
を
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も
っ
て
紹
介
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
度
、
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
は
こ
れ
を
改
め
て
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
理
解
を
深
め
よ
う
と
試
み
て

い
る
。「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
は
、
単
に
長
神
大
の
み
な
ら
ず
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
界
の
大
き
な
潮
流
と

方
向
性
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
本
神
学
声
明
は
、
す
で
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
神
学
界
に
お
い
て
注
目
を
浴
び
、
評
価
も

受
け
始
め
て
い
る
）
3
（

。
今
回
、
こ
の
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
に
つ
い
て
発
表
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
を
喜
び
、
そ
の
作
成
に
参
与

し
た
者
の
一
人
と
し
て
、
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

Ⅱ
．
背
景

（
1
）
実
現
し
な
か
っ
た
2
0
1
5
年
共
同
声
明
発
表
計
画

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
一
五
日
に
「
長
老
会
神
学
大
学
校
教
授
一
同
」
の
名
に
よ
っ
て
公
に
さ
れ
た
。
そ
の
日

は
、
日
本
に
と
っ
て
は
「
敗
戦
・
降
伏
七
〇
周
年
」、
一
方
、
韓
国
に
と
っ
て
は
帝
国
日
本
に
よ
る
植
民
支
配
か
ら
の
「
解
放
・
光
復
七
〇

周
年
」
に
当
た
る
日
で
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
五
年
は
朝
鮮
半
島
（
韓
半
島
）
の
南
北
分
断
か
ら
も
七
〇
年
（「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
で

の
位
置
づ
け
で
は
「
分
断
七
〇
周
年
」）
に
当
た
り
、
さ
ら
に
日
韓
基
本
条
約
締
結
か
ら
は
五
〇
年
と
な
る
年
で
あ
る
。
ま
さ
に
二
〇
一
五

年
は
日
韓
関
係
史
に
お
い
て
重
要
な
節
目
を
迎
え
る
年
で
あ
り
、
そ
の
八
月
一
五
日
は
特
別
意
味
あ
る
日
で
あ
っ
た
。
時
に
、
日
韓
関
係

は
、
安
倍
・
朴
槿
恵
両
政
権
の
関
係
を
は
じ
め
と
し
、
諸
方
面
に
お
い
て
史
上
最
悪
と
評
さ
れ
る
ほ
ど
に
冷
え
込
ん
で
い
た
。
そ
の
よ
う
な

時
期
に
、
長
神
大
と
聖
学
院
大
学
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
神
の
愛
に
基
づ
く
学
的
・
人
的
交
流
の
重
要
性
な
ら
び
に
正
義
と
自
由
と
平
和
を

求
め
る
精
神
を
土
台
と
し
た
交
流
の
重
要
性
を
再
確
認
し
、
二
〇
一
五
年
八
月
一
五
日
に
合
わ
せ
て
両
校
間
で
「
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
」
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を
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
、
そ
の
場
を
通
し
て
両
校
の
代
表
者
た
ち
に
よ
る
共
同
声
明
を
公
に
発
表
す
る
こ
と
を
計
画
し
た
の
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
諸
般
の
事
情
か
ら
八
月
一
五
日
に
合
わ
せ
て
開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
た
「
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
」
は
頓
挫
し
、
そ
れ

に
伴
っ
て
長
神
大
と
聖
学
院
大
学
両
校
に
よ
る
共
同
声
明
の
発
表
計
画
も
立
ち
消
え
と
な
っ
た
。
併
せ
て
、「
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
」
も

一
一
月
に
延
期
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
両
校
に
よ
る
二
〇
一
五
年
八
月
一
五
日
の
共
同
声
明
発
表
は
幻
に
終
わ
っ

た
の
で
は
あ
る
が
、
長
神
大
は
八
月
一
五
日
に
合
わ
せ
、
独
力
で
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
を
発
表
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
こ
れ
を
果
た

し
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
も
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
が
本
声
明
で
あ
る
。「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
誕
生
の
背
景
に
は
、
聖
学
院
大
学
と

の
間
で
実
現
し
な
か
っ
た
共
同
声
明
発
表
の
計
画
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
記
憶
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
、

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
の
誕
生
に
と
っ
て
は
、
一
面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
に
至
る
前
史
と
し
て
の
長
神
大
の
諸
声
明

二
〇
一
五
年
の
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
が
公
に
さ
れ
る
以
前
、
長
神
大
は
数
度
に
わ
た
り
諸
文
書
を
公
に
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
最

初
は
一
九
八
五
年
に
発
表
さ
れ
た
「
長
老
会
神
学
大
学
神
学
声
明
」
で
あ
り
、
次
は
二
〇
〇
二
年
の
「
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明

の
た
め
の
基
礎
文
書
」、
そ
し
て
翌
二
〇
〇
三
年
に
公
に
さ
れ
た
「
21
世
紀
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
書
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
に
至
る
上
で
重
要
な
資
料
群
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
る
こ
と
と
し
よ
う
）
4
（

。

A　
一
九
八
五
年
「
長
老
会
神
学
大
学
神
学
声
明
」

長
神
大
か
ら
最
初
に
発
表
さ
れ
た
神
学
声
明
は
、
一
九
八
五
年
の
「
長
老
会
神
学
大
学
神
学
声
明
」（
以
下
、「
1
9
8
5
声
明
）
5
（

」）
で
あ
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る
。
金
明
容
に
よ
れ
ば
、「
1
9
8
5
声
明
」
の
初
案
を
作
成
し
た
の
は
李イ
・
ヒ
ョ
ン
ギ

亨
基
（
現
長
神
大
名
誉
教
授
）
で
あ
り
、
そ
の
初
案
は
教
授
セ

ミ
ナ
ー
で
修
正
さ
れ
、
そ
の
後
朴パ
ク
・
チ
ャ
ン
フ
ァ
ン

昶
環
学
長
主
宰
の
教
授
会
議
に
お
い
て
公
式
に
追
認
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
）
6
（

。
ま
た
朴
昶
環
に
よ
れ
ば
、

「
1
9
8
5
声
明
」
は
「
包
括
的
」
な
も
の
で
は
な
く
、「
最
も
緊
要
に
し
て
急
を
要
す
る
強
調
す
べ
き
点
の
み
を
扱
っ
た
」
も
の
で
あ
る

た
め
、「
よ
り
優
れ
た
も
の
と
し
て
発
展
し
修
正
さ
れ
る
可
能
性
は
い
く
ら
で
も
あ
る
」
と
い
う
認
識
の
下
に
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
）
7
（

。

「
1
9
8
5
声
明
」
は
、
以
下
の
七
つ
の
命
題
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

第
1
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
福
音
的
で
あ
り
、
聖
書
的
で
あ
る
。

第
2
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
改
革
主
義
的
で
あ
り
、
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
。

第
3
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
教
会
と
神
の
国
に
奉
仕
す
る
。

第
4
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
宣
教
的
可
能
性
と
歴
史
的
、
社
会
的
参
与
の
機
能
を
遂
行
す
る
。

第
5
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
の
場
は
韓
国
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
で
あ
り
、
世
界
で
あ
る
。

第
6
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
既
存
の
社
会
的
諸
問
題
に
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
7
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
対
話
的
で
あ
る
。

金
明
容
は
、
こ
の
「
1
9
8
5
声
明
」
の
諸
命
題
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と
と
し
て
、
長
神
大
が
「
一
言
で
、
統
全
的
神
学
の
道
を
歩

ん
で
行
こ
う
と
す
る
も
の
）
8
（

」
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

B　
二
〇
〇
二
年
「
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
の
た
め
の
基
礎
文
書
」

「
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
の
た
め
の
基
礎
文
書
）
9
（

」（
以
下
、「
2
0
0
2
基
礎
文
書
」）
は
、
長
神
大
教
授
会
が
開
校
一
〇
〇
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周
年
を
記
念
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
序
文
に
よ
れ
ば
、「
2
0
0
2
基
礎
文
書
」
が
基
盤
と
す
る
の
は
「
一
九
二
〇
年
に
平ピ
ョ
ン
ヤ
ン壌

の
本
校
教
授
会
が
発
表
し
た
『
本
校
の
目
的
と
信
経
』
と
、
一
九
八
五
年
に
本
校
が
採
択
し
た
『
長
老
会
神
学
大
学
神
学
声
明
』
に
み
ら
れ

る
聖
書
に
つ
い
て
の
強
調
と
社
会
的
責
任
に
つ
い
て
の
精
神
」
で
あ
る
。
そ
の
教
育
理
念
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播
と
神
の
国

の
具
現
」
と
い
う
二
本
の
柱
で
支
え
ら
れ
た
七
つ
の
信
仰
告
白
的
項
目
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
七
つ
の
項
目
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
1
項　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
神
の
国

第
2
項　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
聖
書

第
3
項　

イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
救
い

第
4
項　

神
の
国
と
教
会

第
5
項　

神
の
国
を
具
現
す
る
文
化

第
6
項　

神
の
国
と
今
日
の
世
界

第
7
項　

神
の
国
の
た
め
の
神
学

こ
れ
ら
七
つ
の
項
目
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、「
2
0
0
2
基
礎
文
書
」
は
聖
書
を
基
盤
と
し
、
社
会
的
責
任
に
対
す
る
学
生
た
ち
の

精
神
育
成
を
目
標
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
教
育
理
念
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播
と
神
の
国
の
具
現
」

と
い
う
二
本
の
柱
で
支
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
「
2
0
0
2
基
礎
文
書
」
の
統
全
的
性
格
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま

り
長
神
大
は
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播
」
を
強
調
す
る
福
音
主
義
神
学
と
「
神
の
国
」
を
強
調
す
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
神
学
の

双
方
を
包
摂
す
る
仕
方
で
、
神
学
研
究
と
神
学
教
育
を
行
う
教
育
機
関
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
）
10
（

。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
も

「
2
0
0
2
基
礎
文
書
」
が
「
神
の
国
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
か
た
ち
を
も
っ
て
全
体
を
構
成
し
て
い
る
と
い
う
点
に
大
き
な
特
徴
を
見
出
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し
た
い
。
長
神
大
は
神
学
研
究
と
神
学
教
育
の
最
優
先
課
題
を
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
神
の
国
の
福
音
」
と
す
る
大
学
な
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
長
神
大
の
神
学
研
究
と
神
学
教
育
が
神
の
国
の
た
め
の
実
践
的
方
向
へ
と
座
標
軸
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。

C　

二
〇
〇
三
年
「
21
世
紀
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
書
」

二
〇
〇
三
年
五
月
一
三
日
、
長
神
大
教
授
一
同
は
、
開
校
記
念
に
合
わ
せ
て
長
神
大
の
教
育
理
念
・
教
育
目
的
・
教
育
目
標
を
明
ら
か
と

す
る
「
21
世
紀
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
書
」（
以
下
、「
2
0
0
3
教
育
声
明
書
」）
を
発
表
し
た
。
本
神
学
教
育
声
明
書
に
は
、

そ
の
序
文
で
「
2
0
0
2
基
礎
文
書
」
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
そ
の
内
容
を
整
理
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

①	

教
育
理
念
と
そ
の
教
育
内
容

a
．
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
と
神
の
国

b
．
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播

c
．
神
の
国
の
具
現

②	

教
育
目
的

a
．
神
の
国
の
民
の
育
成

b
．
教
会
と
社
会
な
ら
び
に
国
家
に
奉
仕
す
る
教
役
者
の
養
成

③	

教
育
目
標

a
．
敬
虔
の
訓
練
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b
．
学
問
の
錬
磨

c
．
福
音
の
実
践

「
2
0
0
2
基
礎
文
書
」
と
比
較
す
る
と
き
、「
2
0
0
3
教
育
声
明
書
」
は
そ
の
構
成
に
違
い
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
内
容
と
方
向
性
に

お
い
て
は
「
2
0
0
2
基
礎
文
書
」
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
双
方
共
に
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播
と
神
の

国
の
具
現
」
と
い
う
二
本
の
柱
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
点
で
福
音
主
義
的
で
あ
る
と
同
時
に
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
性
格
を
持
ち
、「
神

の
国
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
全
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
神
の
国
を
志
向
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
評
せ
よ
う
。
ま
た
、

神
の
統
治
の
実
現
が
教
会
の
み
な
ら
ず
個
人
と
社
会
そ
し
て
全
被
造
世
界
に
対
し
て
も
目
指
さ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
の
世
に
対
す
る
責
任
的

性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、「
神
の
国
」
の
実
現
と
拡
大
の
た
め
の
実
践
的
方
向
に
座
標
軸
が
置
か
れ
て
い
る
点
で
、
神
の
国
の
た
め
の
実

践
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
も
評
せ
よ
う
。
以
上
の
よ
う
な
性
格
な
ら
び
に
志
向
性
を
持
つ
こ
と
を
統
全
的
な
こ
と
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

長
神
大
は
ま
さ
に
統
全
的
な
神
学
研
究
を
目
指
し
、
統
全
的
な
神
学
教
育
を
志
向
す
る
大
学
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
実
際
そ
の
よ
う
に
自

認
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
）
12
（

。

以
上
、「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
に
至
る
前
史
と
し
て
長
神
大
が
こ
れ
ま
で
公
に
し
て
き
た
諸
声
明
を
概
観
し
て
み
た
が
、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
保
守
あ
る
い
は
進
歩
に
偏
ら
ず
、
理
論
あ
る
い
は
実
践
に
偏
ら
ず
、
福
音
的
な
志
向
あ
る
い
は
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
志
向
に
偏
ら

ず
、
個
人
の
救
い
あ
る
い
は
社
会
の
救
い
に
偏
ら
ず
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
あ
る
い
は
神
の
国
の
福
音
に
偏
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ

ら
両
者
を
聖
書
に
基
づ
い
て
共
に
重
視
し
志
向
す
る
と
い
う
点
で
、
統
全
的
（holistic

）
な
性
格
と
志
向
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
評
価

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
諸
文
書
に
認
め
ら
れ
る
統
全
的
性
格
と
そ
の
志
向
性
が
よ
り
発
展
的
に
「
2
0
1
5
神

学
声
明
」
に
受
け
継
が
れ
、「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
に
お
い
て
よ
り
神
学
的
に
深
め
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
以
下
、「
2
0
1
5
神
学
声
明
」

の
内
容
と
評
価
を
も
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
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Ⅲ
．「
2
0
1
5
年
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
声
明
」
の
内
容
と
評
価

す
で
に
Ⅱ
―（
1
）
の
冒
頭
で
触
れ
た
と
お
り
、「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
は
朝
鮮
（
韓
）
半
島
の
光
復
・
分
断
七
〇
周
年
を
期
に
、

二
〇
一
五
年
八
月
一
五
日
に
長
老
会
神
学
大
学
校
（Presbyterian	U

niversity	and	T
heological	Sem

inary

）
教
授
一
同
の
名
で
発
表
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
韓
国
教
会
の
危
機
的
状
況
を
踏
ま
え
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播
と
神
の
国
の
具
現
」
を
目
的
と
す
る
「
統
全

的
神
学
（holistic	T

heology

）
――
オ
ン
神
学
（O

hn	T
heology

）」
を
基
盤
と
し
、
韓
半
島
の
統
一
、
世
界
平
和
、
正
義
な
ら
び
に
公
共

性
の
追
求
、
生
態
系
の
回
復
と
保
全
、
神
の
宣
教
に
基
づ
く
諸
教
会
の
一
致
、
危
機
克
服
の
た
め
の
教
育
、
世
俗
文
化
の
変
革
な
ど
を
念
頭

に
置
き
つ
つ
「
聖
書
的
・
福
音
的
神
学
に
基
づ
い
た
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
神
学
」
を
志
向
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
韓
国
教
会
を

越
え
て
、
世
界
の
教
会
に
仕
え
る
こ
と
が
視
野
に
入
れ
ら
れ
、
神
学
を
通
し
て
対
社
会
的
・
歴
史
的
責
任
を
担
お
う
と
す
る
使
命
意
識
に
支

え
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
）
13
（

。

以
下
、「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
の
構
造
と
内
容
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

（
1
）
構
造
と
内
容

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
は
、
前
文
と
七
つ
の
命
題
お
よ
び
命
題
ご
と
の
解
説
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

前　
　

文
：	

時
代
認
識
、
状
況
確
認
、
課
題
、
目
的
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第
1
命
題
：
「
聖
書
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
の
国
の
福
音
」

第
2
命
題
：
「
和
解
と
平
和
」

第
3
命
題
：
「
神
の
正
義
と
公
共
性
」

第
4
命
題
：	

神
の
生い
の
ち命
・
被
造
世
界
・
生
態
系
の
「
回
復
と
保
全
」

第
5
命
題
：
「
神
の
宣
教
（m

issio	D
ei

）」
と
「
諸
教
会
の
連
合
と
一
致
」

第
6
命
題
：	
韓
国
教
会
の
危
機
克
服
の
た
め
の
「
教
育
」

第
7
命
題
：
「
神
の
国
の
文
化
」
形
成
と
拡
散

前　
文

ま
ず
前
文
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
と
い
う
年
に
つ
い
て
の
時
代
認
識
と
国
内
外
の
状
況
確
認
、
ま
た
時
代
状
況
に
対
応
す
る
神
学
的

座
標
設
定
に
つ
い
て
の
言
及
と
韓
国
教
会
の
時
代
的
課
題
の
指
摘
、
そ
し
て
本
声
明
の
目
的
が
言
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
一
五
年
は

韓
国
に
と
っ
て
「
光
復
七
〇
周
年
」
に
当
た
る
と
同
時
に
「
分
断
70
周
年
」
に
当
た
る
と
い
う
時
代
状
況
に
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
国
内
で

は
民
族
分
断
を
背
景
に
民
族
の
平
和
的
統
一
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
国
外
で
は
列
強
諸
国
に
よ
る
緊
張
の
高
ま
り
が
み
ら
れ
る
と
い

う
現
実
に
つ
い
て
確
認
さ
れ
、
こ
う
し
た
時
代
的
状
況
認
識
を
踏
ま
え
て
、
教
授
一
同
は
そ
れ
に
対
応
す
る
神
学
的
座
標
を
設
定
し
よ
う
と

す
る
こ
と
、
な
ら
び
に
韓
国
教
会
の
時
代
的
課
題
が
教
会
に
仕
え
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
本
声
明
の
目
的
が
長
神
大
の
神
学

的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
と
、
長
神
大
の
神
学
的
立
場
と
行
動
綱
領
の
闡
明
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
宣
言
さ
れ
る
。

第
1
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
三
位
一
体
な
る
神
の
言
葉
と
し
て
の
聖
書
に
証
言
さ
れ
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
に
よ
る
神
の
国
の
福
音
に
基
礎
を
お
く
。
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第
1
命
題
の
核
は
「
聖
書
」
と
「
神
の
国
の
福
音
」
で
あ
る
。
本
命
題
は
、
神
学
に
お
け
る
両
者
の
位
置
づ
け
と
共
に
、
両
者
に
対
す
る

信
仰
的
・
実
践
的
応
答
へ
の
神
学
的
追
求
を
闡
明
す
る
。
ま
た
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
神
の
国
の
福
音
」
を
神
学
の
基
礎
と
し
て

強
調
し
、
こ
れ
を
基
に
長
神
大
の
聖
書
理
解
と
神
学
理
解
を
信
仰
告
白
的
に
明
示
す
る
。

本
命
題
の
解
説
で
は
、
ま
ず
新
旧
約
聖
書
が
「
神
の
言
葉
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
「
神
学
と
実
践
の
源
泉
」
で
あ
り
「
原
資
料

か
つ
規
範
」
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
「
三
位
一
体
な
る
神
を
啓
示
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
が
信
仰
告
白
的
に
表
明
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、

「
聖
書
の
中
心
的
内
容
」
は
「
創
造
と
救
い
の
歴
史
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、「
新
約
聖
書
の
核
心
的
主
題
」
が
特
に

「
神
の
国
の
福
音
」
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
御
子
の
十
字
架
の
死
に
よ
る
贖
罪
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
直
接
言
及
さ
れ
な

い
。
つ
ま
り
、
福
音
と
は
単
に
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
」
と
い
う
の
で
も
、
ま
た
単
に
「
神
の
国
の
福
音
」
と
い
う
の
で
も
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
福
音
と
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
」
と
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
宣
べ
伝
え
ら
れ
、
ま
た
実
践

さ
れ
た
「
神
の
国
の
福
音
」
と
の
双
方
を
指
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
命
題
で
は
新
約
聖
書
の
核
心
的
主
題
が

「
神
の
国
の
福
音
」
で
あ
る
と
把
握
さ
れ
た
よ
う
に
、「
神
学
と
実
践
に
お
け
る
中
心
的
主
題
」
も
ま
た
「
神
の
国
の
福
音
」
に
あ
る
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
神
の
国
の
福
音
」
に
強
調
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

も
ち
ろ
ん
「
改
革
神
学
の
伝
統
」
に
則
っ
て
、
恵
み
に
よ
る
「
信
仰
義
認
や
聖
化
」
に
も
言
及
さ
れ
は
す
る
。
し
か
し
、
重
点
は
「
神
の

国
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
神
の
国
」
は
神
が
統
治
さ
れ
る
国
と
し
て
「
こ
の
世
の
全
て
を
含
む
」
も
の
で
あ
る
こ

と
、
そ
の
「
神
の
国
」
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て
「
世
に
す
で
に
到
来
し
た
」
が
故
に
、
キ
リ
ス
ト
者
は
「
神
の
国
」
を
味
わ
い
つ

つ
将
来
に
お
け
る
そ
の
完
成
を
展
望
し
、
そ
の
「
実
現
の
た
め
に
献
身
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
告
白
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播
」
の
み
な
ら
ず
、「
神
の
国
の
具
現
」
だ
け
で
も
な
く
、
そ
の
双
方
を
目
的
と
し
、
追

求
す
る
姿
勢
が
、「
統
全
的
（
オ
ン
）
神
学
」
を
標
榜
す
る
長
神
大
の
神
学
に
は
顕
著
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
の
背
景
に
は
、
一
方
に
い

わ
ゆ
る
保
守
的
神
学
が
個
人
の
魂
の
救
い
ば
か
り
を
強
調
し
て
、
現
実
世
界
に
お
け
る
社
会
的
責
任
を
果
た
そ
う
と
し
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
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に
対
す
る
批
判
と
反
省
が
あ
り
、
他
方
に
い
わ
ゆ
る
進
歩
的
神
学
が
現
実
世
界
に
お
け
る
社
会
的
救
い
ば
か
り
を
強
調
し
て
、
個
人
の
魂
の

救
い
を
中
心
と
し
た
教
会
の
伝
統
的
福
音
理
解
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
と
反
省
が
あ
る
。
長
神
大
の
神
学
は
、
統

全
的
福
音
理
解
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
2
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
神
の
平
和
を
遂
げ
る
民
族
和
解
と
韓
半
島
の
統
一
ま
た
世
界
平
和
を
追
求
す
る
。

第
2
命
題
の
核
は
「
和
解
と
平
和
」
で
あ
り
、
神
学
に
よ
っ
て
こ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
学
の
役
割
と
し
て
の
平

和
追
求
と
そ
の
た
め
の
具
体
的
行
動
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
背
景
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
第
一
の
も
の
は
、「
韓
（
朝
鮮
）
半

島
の
分
断
」
と
い
う
、
具
体
的
・
現
実
的
・
悲
劇
的
・
危
機
的
状
況
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
世
界
平
和
」
と
い
う
普
遍
的
・
抽
象
的
な
事

柄
と
共
に
、「
民
族
和
解
」
や
「
韓
（
朝
鮮
）
半
島
の
統
一
」
と
い
っ
た
個
別
的
・
具
体
的
な
事
柄
が
「
神
の
平
和
」
を
遂
げ
る
こ
と
と
一

つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
神
学
が
具
体
的
に
平
和
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、
本
命
題
の
解
説
に
よ
れ

ば
「
神
の
国
の
福
音
は
平
和
の
福
音
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
は
「
和
解
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト

は
「
平
和
の
源
」
で
あ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
キ
リ
ス
ト
に
倣
う
「
わ
れ
わ
れ
」
は
「
和
解
と
平
和
の
働
き
人
」
に
な
ろ
う
と

す
る
者
で
あ
る
と
い
う
自
己
認
識
が
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
命
題
は
こ
の
こ
と
を
単
な
る
理
念
に
留
め
ず
、
具
体
的
な
行
動

へ
と
移
す
こ
と
を
標
榜
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
わ
れ
わ
れ
は
、
韓
半
島
の
非
核
化
と
東
北
ア
ジ
ア
の
平
和
政
策
の
た
め
の
努
力
に
全
力
を
尽

く
」
し
、
そ
の
実
現
の
た
め
に
「
六
者
会
合
当
事
国
」
と
「
南
北
韓
〈
朝
鮮
〉
当
局
者
た
ち
」
に
対
し
て
「
真
の
対
話
と
行
動
を
促
す
」
と

明
記
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
現
実
社
会
に
お
け
る
和
解
と
平
和
の
た
め
の
具
体
的
行
動
が
「
神
の
国
の
価
値
」
を
全
世
界
に

拡
張
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
長
神
大
の
神
学
は
、
理
論
（
テ
オ
リ
ア
）
と
実
践
（
プ
ラ
ク
シ
ス
）
の
統
合
を
目
指
す
も
の

で
あ
る
。
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第
3
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
神
の
正
義
を
具
現
す
る
た
め
、
社
会
的
弱
者
と
小
さ
き
者
を
い
た
わ
る
公
共

性
を
追
求
す
る
。

第
3
命
題
の
核
は
「
神
の
正
義
と
公
共
性
」
で
あ
り
、
神
学
に
よ
っ
て
こ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
新
自
由
主
義

経
済
体
制
下
に
お
け
る
「
社
会
経
済
の
両
極
化
」
と
い
う
好
ま
し
か
ら
ざ
る
世
の
現
実
と
、
そ
れ
に
伴
う
「
社
会
的
弱
者
」
の
存
在
に
目
が

向
け
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
現
実
と
存
在
に
関
わ
る
問
題
解
決
の
た
め
に
、「
神
学
の
公
共
性
」
を
追
求
す
る
こ
と
が
標
榜
さ
れ
る
。
本
命
題

の
解
説
で
は
、
貧
し
い
者
、
破
産
者
、
脱
北
者
、
国
際
結
婚
や
移
住
民
に
よ
る
多
文
化
家
庭
、
外
国
人
労
働
者
な
ど
、
こ
の
世
で
偏
見
や
差

別
に
よ
っ
て
苦
し
み
、
非
人
間
的
な
生
を
営
ま
ざ
る
を
得
な
い
で
い
る
よ
う
な
人
々
の
存
在
を
看
過
し
ま
い
と
す
る
姿
勢
と
同
時
に
、
そ
の

よ
う
な
人
々
を
助
け
、
そ
の
よ
う
な
人
々
と
の
共
生
を
目
指
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ま
ず
「
神
の
国
は
正

義
の
国
」
だ
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
生
き
る
こ
と
が
「
神
の
国
の
価
値
」
と
等
価
と
さ
れ
、「
神
が
社
会
的
弱
者
や
小
さ
き
者

の
苦
し
み
に
対
し
優
先
的
に
応
答
さ
れ
る
主
で
あ
る
」
と
信
じ
ら
れ
る
が
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
神
が
ご
自
身
の
正
義
を
「
わ
れ
わ
れ

を
通
し
て
」
実
現
さ
れ
る
方
で
あ
る
と
の
確
信
と
、
ま
た
そ
れ
は
社
会
改
革
と
い
う
役
割
を
「
わ
れ
わ
れ
が
果
た
す
こ
と
で
」
実
現
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
と
の
確
信
が
み
て
と
れ
る
。
長
神
大
の
神
学
は
「
社
会
的
弱
者
や
小
さ
き
者
」
の
側
に
立
ち
、
彼
ら
を
助
け
る
こ
と
を
通
し
て

「
神
の
国
の
価
値
」
を
抽
象
化
せ
ず
、
む
し
ろ
「
隣
人
」
と
の
共
生
を
通
し
て
、
こ
の
世
に
お
け
る
「
神
の
正
義
」
の
具
現
化
を
目
指
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
神
学
の
公
共
性
」
を
追
求
す
る
の
も
そ
の
た
め
と
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
弱
く
小
さ
き
者
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
価

値
観
と
姿
勢
が
、
長
神
大
の
神
学
に
は
明
瞭
で
あ
る
。

第
4
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
神
の
生い
の
ち命

の
回
復
と
創
造
の
秩
序
の
た
め
に
被
造
世
界
と
生
態
系
の
回
復
な

ら
び
に
そ
の
保
全
を
追
求
す
る
。
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第
4
命
題
の
核
は
、
神
の
生い
の
ち命

・
被
造
世
界
・
生
態
系
の
「
回
復
と
保
全
」
で
あ
り
、
神
学
に
よ
っ
て
こ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
世
の
現
実
的
状
況
は
「
環
境
汚
染
や
生
態
系
の
危
機
」
で
あ
る
。
本
命
題
の
解
説
で
は
「
気
候
変
化
や
自
然
災

害
」
を
招
来
す
る
「
地
球
の
温
暖
化
」
も
、「
福
島
第
一
原
発
事
故
や
セ
ウ
ォ
ル
号
の
参
事
」
も
、
そ
の
原
因
は
ひ
と
え
に
「
人
間
の
貪
欲

と
罪
」
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
あ
る
種
の
人
義
論
――
神
義
論
（theodicy

）
な
ら
ぬ
人
義
論
（anthropodicy

）
――
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
環

境
汚
染
や
自
然
災
害
の
要
因
と
な
る
の
は
「
生い
の
ち命
を
軽
視
す
る
反
生
命
的
文
化
」
で
あ
り
、
こ
れ
が
形
成
さ
れ
る
の
は
「
人
間
の
貪
欲
と

罪
」
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
創
造
の
秩
序
の
歪
曲
」
や
「
自
然
破
壊
」
の
進
展
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。

環
境
問
題
は
人
間
の
罪
の
問
題
と
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
命
題
の
解
説
は
「
人
間
と
全
被
造
物
は
神
の
被
造
共
同
体
」

で
あ
る
こ
と
、
ま
た
人
間
は
こ
の
「
被
造
物
」
の
保
護
と
統
治
の
た
め
に
僕
と
し
て
召
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
同
時
に
神
の
国

は
「
生い
の
ち命
の
国
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
国
は
「
人
間
の
救
い
の
み
な
ら
ず
、
創
造
の
秩
序
の
回
復
と
生い
の
ち命
の
価
値
の
完
全
な
具
現
を
も

含
む
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
も
確
認
す
る
。
こ
の
よ
う
な
神
の
国
の
具
現
の
た
め
に
も
僕
と
し
て
召
さ
れ
た
者
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
わ
れ

わ
れ
は
」「
生い
の
ち命
を
破
壊
し
生い
の
ち命
の
価
値
を
毀
損
す
る
勢
力
」
と
の
戦
い
、「
生い
の
ち命
の
霊
に
満
ち
た
世
界
の
実
現
」
の
た
め
の
努
力
、「
生
態

の
正
義
に
基
づ
い
た
生
の
在
り
方
」
の
追
求
、「
地
と
環
境
と
を
尊
重
す
る
霊
性
」
の
育
成
に
励
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
長
神
大
の
神
学
は
、
J
P
I
C
（
正
義
、
平
和
、
創
造
秩
序
の
保
全		Justice,	Peace,	Integrity	of	C

reation

）
の
価
値
観
を
支
持

し
、
推
進
し
、
こ
れ
に
基
づ
い
た
生
を
目
指
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

第
5
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
神
の
宣
教
を
志
向
す
る
諸
教
会
の
連
合
と
一
致
を
追
求
す
る
。

第
5
命
題
の
核
は
、「
神
の
宣
教
（m

issio	D
ei

）」
と
、
そ
の
た
め
の
「
諸
教
会
の
連
合
と
一
致
」
で
あ
り
、
神
学
に
よ
っ
て
こ
れ
を

追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
命
題
の
背
景
に
あ
る
の
は
、「
今
日
の
韓
国
教
会
」
の
悲
し
む
べ
き
状
況
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
韓
国
教
会
が
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「
間
断
な
き
分
裂
や
葛
藤
」
に
よ
っ
て
「
混
乱
と
苦
し
み
」
の
中
に
あ
り
、
ま
た
「
社
会
か
ら
不
信
や
指
弾
を
受
け
て
」「
地
域
の
福
音
化
や

世
界
宣
教
に
と
っ
て
躓
き
と
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
現
況
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
本
命
題
の
解
説
で
は
韓
国
教
会
の
四
つ
の

問
題
点
が
象
徴
的
に
列
挙
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
物
量
的
成
長
主
義
、
利
己
的
各
個
教
会
主
義
、
排
他
的
教
派
主
義
、
変
則
的
な
教
会
の
世

襲
」
で
あ
る
。
本
命
題
の
解
説
で
は
、
こ
う
し
た
状
況
や
そ
の
要
因
が
他
人
事
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
わ
れ
わ
れ
」
自
身
の
こ
と
と

し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
「
過
去
と
現
在
を
反
省
」
し
、「
世
界
の
諸
教
会
の
連
合
と
一
致
」
の
た
め
に
尽
力
す
る
こ
と
、

そ
の
た
め
の
「
運
動
に
も
積
極
的
に
参
与
」
す
る
こ
と
が
「
使
命
」
と
自
認
さ
れ
、
そ
の
「
使
命
に
全
力
を
尽
く
す
」
と
決
意
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

「
使
命
」
に
つ
い
て
は
、「
諸
教
会
の
連
合
と
一
致
」
の
た
め
に
尽
力
す
る
こ
と
も
、「
世
に
向
か
っ
て
神
の
愛
を
宣
べ
伝
え
」「
穏
健
か
つ

全
的
な
福
音
を
具
現
す
る
神
の
宣
教
」
を
成
し
遂
げ
る
た
め
と
い
う
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。
長
神
大
の
神
学
は
、
W
E
A
（W

orld	

E
vangelical	A

lliance		

世
界
福
音
同
盟
）
の
福
音
主
義
的
価
値
観
を
重
視
す
る
と
同
時
に
、
W
C
C
（W

orld	C
ouncil	of	C

hurches		

世

界
教
会
協
議
会
）
の
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
な
価
値
観
を
も
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
神
学
は
、「
神
の
宣
教
」
に
基
づ
く
教
会
論
と
宣
教

論
を
志
向
す
る
統
全
的
姿
勢
が
明
瞭
で
あ
る
。

第
6
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
韓
国
教
会
の
危
機
に
向
か
っ
て
積
極
的
に
対
処
し
、
そ
の
危
機
を
克
服
す
る

た
め
の
教
育
に
力
を
尽
く
す
。

第
6
命
題
の
核
は
「
教
育
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
韓
国
教
会
の
危
機
へ
の
対
処
と
危
機
克
服
の
た
め
の
「
教
育
」
で
あ
り
、
神
学
が

そ
の
教
育
に
尽
力
す
る
こ
と
が
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
背
景
に
あ
る
の
は
、
韓
国
教
会
に
対
す
る
総
体
的
な
「
危
機
」
意
識
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
韓
国
の
未
来
」
に
対
す
る
危
機
意
識
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
教
会
成
長
の
停
滞
」、「
牧
会
者
の
道
徳
」
問
題
、
教
会

の
「
社
会
的
影
響
力
の
減
少
」
に
よ
り
、
質
量
共
に
困
難
に
陥
っ
て
い
る
韓
国
教
会
の
状
況
が
、
教
会
の
未
来
の
み
な
ら
ず
「
韓
国
の
未
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来
」
を
も
暗
く
し
て
い
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
教
会
の
未
来
が
国
家
の
未
来
に
影
響
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
韓
国

の
キ
リ
ス
ト
教
界
全
般
に
広
く
み
ら
れ
る
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

本
命
題
に
至
っ
て
、
視
点
は
神
学
の
社
会
的
責
任
や
実
践
の
重
要
性
か
ら
「
教
会
」
な
ら
び
に
教
会
と
神
学
校
に
お
け
る
「
教
育
」
へ
と

転
回
す
る
。
解
説
で
は
、
ま
ず
長
神
大
の
神
学
が
「
教
会
の
神
学
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
教
会
の
た
め
の
神
学
」
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

る
。
教
会
の
危
機
は
神
学
の
危
機
で
あ
り
、
ま
た
神
学
教
育
の
危
機
で
も
あ
る
。
長
神
大
は
、
ま
さ
に
そ
の
部
分
に
自
ら
切
り
込
ん
だ
。
す

な
わ
ち
、「
現
在
の
韓
国
教
会
の
危
機
」
は
「
神
学
校
と
神
学
教
師
」
で
あ
る
自
分
た
ち
の
危
機
な
の
で
あ
り
、
自
分
た
ち
に
そ
の
責
任
が

あ
る
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
本
命
題
の
解
説
に
お
い
て
は
「
悔
い
改
め
」
の
言
葉
が
明
記
さ
れ
た
。

わ
れ
わ
れ
は
…
…
韓
国
教
会
の
危
機
が
…
…
神
学
校
と
神
学
教
師
に
も
責
任
あ
る
こ
と
を
認
め
…
…
こ
れ
を
悔
い
改
め
る
…
…

神
学
校
が
こ
の
危
機
に
対
し
て
と
っ
て
き
た
受
動
的
か
つ
消
極
的
な
姿
勢
を
脱
皮
し
、
積
極
的
に
こ
れ
に
対
処
し
、
危
機
克
服

の
た
め
の
神
学
教
育
へ
と
邁
進
す
る
こ
と
を
こ
こ
に
闡
明
す
る
。
…
…
何
よ
り
も
神
の
言
葉
に
根
ざ
し
た
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
弟
子
を
養
成
し
、
知
と
生
と
が
一
致
す
る
よ
う
人
格
を
高
め
、
学
問
と
現
場
が
分
離
し
な
い
神
の
国
の
働
き
人
を
立
て
、
信

徒
た
ち
の
信
仰
と
生
活
に
変
化
を
起
こ
す
よ
う
な
実
際
的
力
を
備
え
た
牧
会
者
を
養
育
し
、
こ
れ
を
派
遣
す
る
神
学
教
育
を
追

求
す
る
。
そ
の
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
…
…
神
学
教
師
と
し
て
の
召
命
と
使
命
と
献
身
と
を
、
こ
こ
に
新
た
に
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。

長
神
大
の
神
学
は
、
他
者
批
判
に
先
立
っ
て
自
己
批
判
を
し
、
自
ら
悔
い
改
め
て
自
他
の
変
化
と
更
新
と
を
目
指
そ
う
と
す
る
で
あ
る
。

そ
れ
は
単
に
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
問
と
し
て
知
的
に
深
化
・
発
展
・
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
、「
知
と
生
と
が
一
致
す
る
」
こ
と
の

重
要
性
を
自
覚
す
る
が
ゆ
え
に
、
教
育
を
神
学
の
重
要
な
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
線
に
沿
っ
て
自
ら
脱
皮
し
、
変
化
し
、
邁
進
す
る
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こ
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
教
会
の
危
機
は
神
学
の
危
機
で
あ
り
、
神
学
校
の
危
機
で
あ
り
、
教
師
自
身
の
危
機
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
に
教
育
の
危
機
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
長
神
大
の
教
師
た
ち
は
深
く
認
識
し
、
悔
い
改
め
の
言
葉
を
も
っ
て
告
白
し
た
。
長
神
大
の
神

学
は
、
神
学
教
師
自
ら
が
悔
い
改
め
る
こ
と
に
基
づ
い
た
教
育
改
革
と
そ
の
実
践
推
進
を
も
っ
て
、
韓
国
教
会
の
危
機
を
克
服
し
て
い
こ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
7
命
題
：
わ
れ
わ
れ
の
神
学
は
、
世
俗
主
義
的
文
化
を
変
革
さ
せ
、
神
の
国
の
文
化
形
成
と
そ
の
拡
散
に
寄
与

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
7
命
題
の
核
は
「
神
の
国
の
文
化
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
神
学
に
よ
る
「
神
の
国
の
文
化
」
形
成
と
、
そ
の
拡
大
に
対
す
る
寄
与
の
重

要
性
が
主
張
さ
れ
る
。
背
景
に
あ
る
の
は
「
世
俗
主
義
文
化
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
こ
そ
こ
の
世
の
問
題
が
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。「
世
俗
主
義
文
化
」
の
代
表
例
と
し
て
列
挙
さ
れ
る
は
、
共
同
体
の
秩
序
を
破
壊
す
る
「
個
人
主
義
」、
生い
の
ち命
の
商
品
化
や
人
間
を
「
存

在
と
所
有
の
混
同
」
へ
と
導
く
「
マ
モ
ン
の
力
」、
宗
教
に
取
っ
て
代
わ
り
つ
つ
あ
る
「
科
学
技
術
〈
絶
対
〉
主
義
」、
人
間
精
神
と
そ
の

生
を
荒
廃
さ
せ
、
人
間
に
偽
り
の
豊
か
さ
を
追
求
さ
せ
る
、
快
楽
志
向
的
「
物
神
主
義
」
な
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
命
題
が
解
説
に
お
い

て
真
に
注
目
す
る
の
は
、「
世
俗
主
義
文
化
」
を
構
成
す
る
精
神
性
に
深
く
染
み
込
ん
で
い
る
「
人
間
の
罪
性
」
で
あ
る
。「
世
俗
主
義
文

化
」
に
は
罪
が
深
く
浸
透
し
て
い
る
と
す
る
理
解
は
、「
世
俗
主
義
文
化
」
を
「
堕
落
し
た
人
間
の
文
化
」
と
し
て
位
置
づ
け
、
ま
た
「
罪

の
結
果
と
し
て
」「
人
間
と
被
造
物
」
を
「
死
」
へ
と
導
く
も
の
と
す
る
。
本
命
題
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
「
堕
落
し
た
人
間
の
文

化
」
は
「
回
復
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
の
は
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
贖
罪
に
よ
る
救
い
の
恵
み
」
な
の
で
あ

る
。「
贖
罪
に
よ
る
救
い
の
恵
み
」
が
「
世
俗
主
義
文
化
」
の
克
服
と
い
う
線
上
で
言
及
さ
れ
る
点
は
、
本
神
学
声
明
の
大
き
な
特
徴
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
贖
罪
に
よ
る
救
い
の
恵
み
」
は
、
個
人
の
魂
の
救
い
と
い
う
次
元
に
お
い
て
の
み
言
及
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社

会
的
・
文
化
的
次
元
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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「
世
俗
主
義
文
化
」
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
「
神
の
国
の
文
化
」
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
」
が
追
求
す
べ
き
文
化
は

「
神
の
国
の
文
化
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
文
化
は
「
先
取
り
さ
れ
た
神
の
国
」
と
し
て
の
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
た
ち
を
通
し
て
拡
げ

ら
れ
る
」
も
の
だ
と
表
明
さ
れ
た
。「
こ
の
世
の
文
化
へ
の
対
案
的
共
同
体
」
は
「
キ
リ
ス
ト
の
体
」
と
し
て
の
教
会
で
あ
る
。
本
命
題
に

よ
れ
ば
、
教
会
こ
そ
が
「
世
俗
主
義
文
化
を
変
革
」
さ
せ
、「
神
の
国
の
文
化
を
具
現
」
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
神
の
国
の
文
化
」
は
「
神
の
国
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
は
終
末
論
的
次
元
に
関
わ
る
。
確
か
に
、「
神
の
国
の
文
化
」

は
本
命
題
の
解
説
に
お
い
て
も
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
」
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ま
た

「
地
上
に
お
い
て
も
具
現
」
さ
れ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
も
い
る
。
そ
の
具
現
と
拡
大
を
推
進
す
る
べ
き
存
在
は
教
会
、
す
な
わ
ち
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
た
ち
で
あ
る
。
長
神
大
の
神
学
は
、
こ
の
世
に
あ
っ
て
「
神
の
国
の
文
化
」
を
具
現
す
る
た
め
に
努
力
し
、「
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
到
来
」
に
よ
る
完
成
の
時
ま
で
、
そ
の
具
現
を
担
う
「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
弟
子
た
ち
」
と
、
そ
の
共
同
体
と
し
て

の
「
教
会
」
の
形
成
な
ら
び
に
養
育
に
専
心
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

Ⅳ
．
お
わ
り
に

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
は
「
長
老
会
神
学
大
学
校
教
授
一
同
」
の
名
で
発
表
さ
れ
た
大
学
公
認
の
神
学
声
明
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

大
学
教
授
た
ち
に
よ
る
同
意
を
得
た
声
明
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
全
教
員
か
ら
同
意
を
取
り
付
け
た
声
明
で

あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
容
易
で
は
な
い
。
本
神
学
声
明
に
反
対
す
る
教
授
も
「
い
る
」
の
で
あ
る
。
長
神
大
は
大
韓
イ
エ
ス
教
長
老
会
（
統

合
）（
以
下
、「
統
合
」）
総
会
が
直
営
す
る
神
学
大
学
と
し
て
、
聖
書
観
に
お
い
て
も
信
仰
観
に
お
い
て
も
社
会
的
に
も
政
治
的
に
も
、
保

守
か
ら
進
歩
ま
で
多
様
な
思
想
と
性
向
を
持
つ
教
員
た
ち
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
大
学
で
あ
る
。
実
際
、
教
授
た
ち
の
中
に
は
、
全
学
礼
拝
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の
説
教
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
大
学
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
掲
示
板
に
お
い
て
、
本
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
に
現
れ
た
立
場
や
方
向
性
を
批

判
し
、
こ
れ
に
同
意
し
な
い
旨
の
発
言
を
す
る
人
も
い
る
。

と
は
い
え
、
本
神
学
声
明
は
ほ
ぼ
全
教
員
の
同
意
を
得
て
発
表
さ
れ
た
神
学
声
明
で
あ
る
こ
と
に
は
ち
が
い
な
い
。
そ
の
作
成
過
程
は
決

し
て
平
坦
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
学
期
が
終
わ
り
、
休
み
に
入
る
と
、
八
〇
人
近
く
の
専
任
教
員
た
ち
が
地
方
の
ホ
テ
ル
に
集
合
し
、
本

神
学
声
明
作
成
の
た
め
の
一
泊
二
日
大
討
論
会
に
臨
む
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る
）
14
（

。

本
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
は
諸
方
面
に
波
紋
を
投
げ
か
け
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
波
紋
は
、
韓
国
最
大
の
キ
リ
ス
ト
教
教
団
の
一

つ
「
統
合
」
所
属
の
神
学
校
や
教
会
、
ま
た
諸
学
会
や
諸
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
、
韓
国
キ
リ
ス
ト
教
界
全
体
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
。
波
紋
の

広
が
り
は
韓
国
内
に
留
ま
ら
な
い
。
本
声
明
書
は
発
表
後
ま
も
な
く
、
英
語
を
は
じ
め
と
し
た
諸
外
国
後
に
翻
訳
さ
れ
、
海
外
に
お
い
て
も

波
紋
を
広
げ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
）
15
（

。
反
響
も
聞
こ
え
始
め
た
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
神
学
界
で
は
本
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
を
非
常

に
好
意
的
に
受
け
止
め
る
神
学
者
た
ち
が
現
れ
始
め
た
。
代
表
的
な
神
学
者
は
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
（Jürgen	M

oltm
ann

）
で
あ
る
。

モ
ル
ト
マ
ン
は
長
神
大
の
金
明
容
総
長
宛
て
の
手
紙
の
中
で
、「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
を
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
の
神
学
部
長
か
ら
送
ら

れ
て
知
っ
た
と
し
、
コ
メ
ン
ト
を
記
し
た
。
そ
の
中
で
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
こ
の
声
明
書
の
一
文
一
文
を
読
み
な
が
ら
「
ア
ー
メ
ン
、
ア
ー
メ

ン
」
と
口
に
し
た
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
モ
ル
ト
マ
ン
は
、
長
神
大
が
時
宜
に
か
な
っ
た
神
学
声
明
を
出
し
た
こ
と
に
「
心
か
ら
の
賛
辞
」

を
送
る
と
し
、「﹇
韓
国
﹈
全
て
の
長
老
教
会
と
他
の
諸
教
派
が
「
2
0
1
5
年
神
学
声
明
」
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
に
従
い
行
く
こ
と
」
を

願
う
と
ま
で
記
し
た
。
そ
し
て
、
手
紙
の
最
後
に
は
「
私
は
こ
の
神
学
声
明
を
、
私
の
名
に
か
け
て
、
大
き
な
喜
び
を
も
っ
て
、
全
的
に
支

持
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
」
と
ま
で
書
か
れ
た
。
以
下
、
そ
の
手
紙
の
一
部
を
金
明
容
総
長
の
許
可
の
も
と
紹
介
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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【
モ
ル
ト
マ
ン
か
ら
金
明
容
総
長
へ
の
手
紙
】

2
0
1
5
年
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
声
明
を
読
ん
で

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
二
九
日

敬
愛
す
る
総
長
殿

（
省
略
）

長
老
会
神
学
大
学
校
が
八
月
一
五
日
、
韓
国
の
光
復
節
に
公
開
発
表
し
た
「
2
0
1
5
年
﹇
長
老
会
神
学
大
学
校
﹈
神
学
声

明
」
を
、
私
は
今
し
が
た
読
み
ま
し
た
。
私
ど
も
の
大
学
﹇
ド
イ
ツ
・
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
神
学
部
﹈
の
学
部
長
が
、
こ
の
声

明
書
を
私
に
送
っ
て
く
れ
た
の
で
し
た
。

こ
の
神
学
声
明
書
の
一
文
一
文
を
読
み
な
が
ら
、
私
は
そ
の
都
度
「
ア
ー
メ
ン
、
ア
ー
メ
ン
」
と
申
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
、
す
ば
ら
し
く
ま
た
時
宜
適
切
な
神
学
声
明
を
出
さ
れ
た
こ
と
に
心
か
ら
の
賛
辞
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。「
神
の
国
の
文

化
」
と
い
う
表
現
は
き
わ
め
て
適
切
で
す
。
こ
の
よ
う
な
文
化
こ
そ
が
﹇
今
の
﹈
世
俗
社
会
に
お
い
て
は
真
に
重
要
な
も
の
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。﹇
声
明
書
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
神
の
国
の
文
化
は
﹈
教
会
の
弱
い
部
分
の
急
所
に
触
れ
る
も
の
で
し
た
。

こ
の
指
摘
は
穏
当
な
も
の
で
す
し
、
ま
た
そ
れ
は
癒
し
へ
と
向
か
う
﹇
切
迫
し
た
﹈
叫
び
と
も
思
わ
れ
ま
す
。

ぜ
ひ
と
も
、﹇
韓
国
﹈
全
て
の
長
老
教
会
と
他
の
諸
教
派
が
「
2
0
1
5
年
神
学
声
明
」
を
受
け
入
れ
、
こ
れ
に
従
い
行
く
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こ
と
を
願
い
ま
す
。
私
は
こ
の
神
学
声
明
を
、
私
の
名
に
か
け
て
、
大
き
な
喜
び
を
も
っ
て
、
全
的
に
支
持
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

丁
重
に
ご
挨
拶
申
し
上
げ
つ
つ

ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
は
、
モ
ル
ト
マ
ン
が
上
記
の
よ
う
な
賛
辞
と
支
持
を
も
っ
て
受
け
入
れ
た
神
学
声
明
で
あ
る
。
モ
ル
ト
マ
ン
が

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
を
支
持
し
た
理
由
は
、
彼
の
神
学
の
統
全
的
〈holistic

〉
性
格
と
長
神
大
の
神
学
の
統
全
的
（holistic

）
性
格
が

多
く
の
共
通
点
を
持
つ
と
こ
ろ
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
見
る
と
こ
ろ
、
実
に
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
自
体
が
モ
ル
ト
マ

ン
神
学
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
）
16）

。
そ
こ
に
現
れ
た
神
学
は
、
今
や
長
神
大
を
中
心
に
し
て
、
金
明
容
総

長
を
提
唱
者
と
す
る
「
オ
ン
神
学
（O
hn	T

heology

））
17
（

」
を
も
っ
て
強
力
に
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
全
体
に
見
出
さ
れ
る
神
学
の
統
全
的
（O

hn

的
）
性
格
と
そ
の
方
向
性
は
、
諸
方
面
か
ら
批
判
に
さ
ら
さ
れ
て

も
い
る
。
W
C
C
を
敵
視
す
る
保
守
陣
営
か
ら
は
進
歩
的
と
批
判
さ
れ
、
聖
書
の
正
典
性
に
消
極
的
な
進
歩
陣
営
か
ら
は
保
守
的
と
批
判

さ
れ
る
。
そ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
明
確
で
な
く
、
何
で
も
あ
り
の
玉
虫
色
と
の
評
価
を
受
け
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た

批
判
や
評
価
の
全
て
に
耳
を
傾
け
、
真
摯
に
受
け
止
め
、
自
己
修
正
し
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
が
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
に
現
れ
た
統

全
的
（holistic-O

hn

）
神
学
に
は
あ
る
。「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
は
、
こ
の
よ
う
な
神
学
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
今
後
の
韓
国
神
学
界
に
お
い
て
、
ま
た
世
界
の
神
学
界
に
お
い
て
、
本
声
明
が
今
後
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
評
価
さ
れ
、
ま
た

そ
れ
自
身
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
、
筆
者
も
そ
の
作
成
に
参
与
し
た
者
の
一
人
と
し
て
期
待
し
つ
つ
、
そ
の
展
開
の
た
だ
中
に
身
を

置
い
て
見
守
っ
て
い
き
た
い
。
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注

（
1
）	

こ
こ
に
揚
げ
た
「
2
0
1
5
年	

長
老
会
神
学
大
学
校	

神
学
声
明
」
全
文
は
、『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
五
年
一
二
月
号
（
新
教
出
版
社
、
二
〇	

一
五
年
）
四
七
―
五
七
頁
に
掲
載
さ
れ
た
拙
訳
に
、
若
干
の
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
2
）	

例
え
ば
、
二
〇
一
五
年
一
一
月
に
開
催
さ
れ
た
「
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
」
の
様
子
は
、「
第
5
回
日
韓
神
学
者
学
術
会
議
、
金
明
容
・
清
水

博
士
発
題
」
と
題
さ
れ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
新
聞
の
記
事
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
記
事
は
次
の
サ
イ
ト
で
確
認
で
き
る
。이

미
경

〈
イ
・
ミ
ギ
ョ
ン
〉

「제
5
회

 한
일

 신
학
자

 학
술
회
의

…	김
명
용

·

시
미
즈

 박
사

 발
제

」（크
리
스
천
투
데
이

,	2015.11.20

）http://w
w

w
.christiantoday.co.kr/	

articles/287215/20151120/
제

5
회

-한
일

-신
학
자

-학
술
회
의

…-김
명
용

・시
미
즈

-박
사

-발
제

.htm

（
3
）	「
Ⅲ
―『
2
0
1
5
年
長
老
会
科
学
大
学
校
進
学
声
明
』
の
内
容
と
評
価
」
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
ユ
ル
ゲ
ン
・
モ
ル
ト
マ
ン
は
ド
イ
ツ
・
テ
ユ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
大
の
神
学
部
長
を
通
し
て
本
神
学
声
明
を
知
っ
た
と
し
、
そ
の
内
容
を
非
常
に
高
く
評
価
し
て
い
る
。

（
4
）	

以
下
の
A
、
B
、
C
に
つ
い
て
は
、
ナ
グ
ネ
の
博
士
論
文
（
未
刊
行
）『몰

트
만

 신
학
과

 한
국
신
학

〈
モ
ル
ト
マ
ン
神
学
と
韓
国
神
学
〉』

（Seoul:	Presbyterian	U
niversity	and	T

heological	Sem
inary,	2011

）
のD

―3

―b

）―1

）,	2

）,	3

）
に
詳
し
く
、
本
稿
も
そ
の
部
分
に
負
っ
て

い
る
。

（
5
）	

一
九
八
五
年
の
「
長
老
会
神
学
大
学
神
学
声
明
」
は
、『〈
基
督
公
報
〉』（
一
九
八
五
年
九
月
一
〇
日
付
）
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
6
）	김

명
용

〈
金
明
容
〉『통

전
적

 신
학

〈
統
全
的
神
学
〉』（Seoul:	Presbyterian	C

ollege	and	T
heological	Sem

inary	Press,	2004

）114.		「
長

老
会
神
学
大
学
声
明
」
に
つ
い
て
は
『
長
神
論
壇
』
創
刊
号
（Seoul:	Presbyterian	C

ollege	and	T
heological	Sem

inary	Press,	1985

）p.9

―14

を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）	『
長
神
論
壇
』창

간
호

〈
創
刊
号
〉,	8

쪽
.

（
8
）	김

명
용

〈
金
明
容
〉『통

전
적

 신
학

〈
統
全
的
神
学
〉』115

쪽
.

（
9
）	“

장
로
회
신
학
대
학
교

 신
학
교
육
성
명
을

 위
한

 기
초
문
서

〈
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
の
た
め
の
基
礎
文
書
〉, ”

『敎
會
와

	神
學

』
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48/49

（Seoul:	Presbyterian	U
niversity	and	T

heological	Sem
inary	Press,	2002.	봄

・여
름
호

）:	12

―19
쪽

.
（
10
）	
同
様
の
点
を
、
長
神
大
教
授
申
玉
秀
〈
シ
ン
・
オ
ク
ス
〉
も
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播
と
神
の
国
の
具

現
」
と
い
う
本
基
礎
文
書
の
教
育
理
念
が
二
つ
の
軸
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、
な
ら
び
に
一
般
的
に
前
者
を
強
調
す
る
福
音
主

義
神
学
の
立
場
と
後
者
を
強
調
す
る
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
神
学
の
立
場
を
本
基
礎
文
書
が
共
に
包
容
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。신

옥
수

〈
申

玉
秀
〉,	 “

중
심
에

 서
는

 신
학

,	오
늘
과

 내
일

:	장
신
신
학
의

 정
체
성

 형
성
에

 관
한

 소
고

〈
中
心
に
立
つ
神
学
、
今
日
と
明
日
：
長
神
神
学
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
小
考
〉, ”	『소

망
신
학
포
럼

〈
ソ
マ
ン
フ
ォ
ー
ラ
ム
〉』
二
〇
一
〇
年
度	

第
12
回
（2010.	11

）,	25
쪽

.		

な
お
、
申

玉
秀
は
同
論
文
脚
注
107
に
お
い
て
、「
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
福
音
伝
播
」
と
「
神
の
国
の
実
現
」
を
楕
円
の
二
つ
の
焦
点
と
す
る
尹
哲
昊
〈
ユ

ン
・
チ
ョ
ル
ホ
〉
の
主
張
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
主
張
に
つ
い
て
は
、윤

철
호

〈
尹
哲
昊
〉『현

대
신
학
과

 현
대
개
혁
신
학

〈
現
代
神
学
と
現

代
改
革
神
学
〉』256

쪽

 

を
参
照
の
こ
と
。

（
11
）	「
21
世
紀
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
書
」1
쪽

.

（
12
）	

実
際
、「
21
世
紀
長
老
会
神
学
大
学
校
神
学
教
育
声
明
書
」
に
つ
い
て
、
金
明
容
は
一
言
で
「
統
全
的
神
学
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
神

学
声
明
と
い
え
る
」
も
の
と
評
し
て
い
る
。김

명
용

〈
金
明
容
〉『통

전
적

 신
학

〈
統
全
的
神
学
〉』115

―116
쪽

.

（
13
）	

以
上
の
部
分
は
、
拙
訳
「
2
0
1
5
神
学
声
明
」
の
掲
載
さ
れ
た
『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
五
年
一
二
月
号
（
新
教
出
版
社
、
二
〇
一
五
年
）

五
一
頁
の
「
訳
者
解
説
」
に
若
干
の
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
14
）	「
2
0
1
5
年
神
学
声
明
」
の
作
成
過
程
は
決
し
て
ス
ム
ー
ズ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
作
成
過
程
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
は
、

二
〇
一
五
年
六
月
一
一
―
一
二
日
に
韓
国
江
原
道
の
ソ
ル
ビ
ー
チ
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
た
全
専
任
教
員
参
加
の
大
討
論
会
で
配
布
さ
れ
た
資
料

が
参
考
に
な
る
。「한
국
교
호
의

 위
기
와

 신
학
교
육

〈
韓
国
教
会
の
危
機
と
神
学
教
育
〉」
―2015

―1
학
기

 장
로
회
신
학
대
학
교
교
수

 대
토
론

회

〈2015

―1

学
期
長
老
会
神
学
大
学
校
教
授
大
討
論
会
〉（2015.6.11
―12

）
な
ら
び
に
「2015

―1
학
기

 교
수
퇴
수
회
의

 신
학
성
명

 관
련

 회

의

〈2015

―1

学
期
末
教
授
会	

神
学
声
明
関
連
会
議
〉」자

료

〈
資
料
〉（2015

년
	6
월

	11

일

）。

（
15
）	

日
本
で
の
波
紋
に
つ
い
て
は
、
拙
訳
に
よ
る
全
文
が
新
教
出
版
社
の
『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
五
年
一
二
月
号
、
四
七
―
五
一
頁
に
掲
載
さ
れ

て
以
降
、
徐
々
に
広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
が
体
感
さ
れ
る
。
そ
の
反
響
の
最
た
る
も
の
は
二
〇
一
六
年
七
月
一
日
に
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所

主
催
の
「
第
一
回
組
織
神
学
研
究
会
」
に
お
い
て
本
声
明
に
関
す
る
発
表
の
機
会
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
論
稿
は
、
そ
の
時
の
発
表

を
基
と
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、
本
声
明
は
『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
七
年
七
月
号
所
収
の
拙
稿
「
危
機
意
識
と
行
動
」（
三
〇
―
三
五
頁
）
に
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お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）	
長
神
大
神
学
に
対
す
る
モ
ル
ト
マ
ン
神
学
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
筆
者
の
博
士
論
文
（
未
刊
行
）、낙

운
해

（
洛
雲
海
）『몰

트
만

 신
학
과

 한
국

신
학

〈
モ
ル
ト
マ
ン
神
学
と
韓
国
神
学
〉』（Seoul:	Presbyterian	U

niversity	and	T
heological	Sem

inary,	2011

）
に
詳
し
い
。

（
17
）	「
オ
ン
神
学
」
に
つ
い
て
は
、『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
五
年
一
月
号
掲
載
の
拙
稿
「
韓
国
教
会
通
信
7　

オ
ン
神
学
（O

hn	T
heology

）
運
動

が
始
ま
っ
た
」
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た
同
誌
二
〇
一
六
年
一
、
二
月
号
に
そ
の
一
部
が
訳
出
さ
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
本
神
学
声
明
の
背
景
に

つ
い
て
記
し
た
『
福
音
と
世
界
』
二
〇
一
五
年
一
一
月
号
掲
載
の
拙
稿
「
韓
国
教
会
通
信
12　

韓
国
教
会
と
神
学
の
行
方
」
も
参
照
の
こ
と
。

な
お
、
金
明
容
の
著
書
『
オ
ン
神
学
』
の
邦
訳
は
間
も
な
く
新
教
出
版
社
か
ら
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。


