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1

安
堵
感
が
体
じ
ゅ
う
に
よ
み
が
え
っ
た
。
ま
る
で
ク
リ
ス
マ
ス
を
過
ご
す
た

め
に
久
し
ぶ
り
に
家
族
の
も
と
へ
戻
っ
た
と
き
の
よ
う
に
。

　

こ
の
絵
本
シ
リ
ー
ズ
の
何
が
ど
う
い
い
の
か
、
な
か
な
か
言
葉
で
表
す
の

は
難
し
い
。
こ
の
世
離
れ
し
た
衝
撃
的
な
色
使
い
、
読
み
手
の
心
を
見
透
か

す
よ
う
な
登
場
人
物
の
黒
々
と
し
た
目
、
四
頭
身
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
プ
ロ

ポ
ー
シ
ョ
ン
…
…
そ
の
幻
想
的
な
絵
は
、
幼
い
頃
か
ら
の
わ
た
し
を
聖
書
の

世
界
に
ぐ
い
ぐ
い
と
引
き
込
み
、
同
時
に
聖
書
の
世
界
観
を
何
か
あ
る
ご
と

に
わ
た
し
の
人
生
に
食
い
込
ま
せ
る
と
い
う
ふ
し
ぎ
な
力
を
持
っ
て
い
た
。

　

今
日
も
ま
た
そ
の
シ
リ
ー
ズ
の
一
冊
を
手
に
取
り
、
ふ
と
思
う
。
説
教
も

こ
の
絵
本
と
良
く
似
て
い
る
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
聖
書
の
世
界
と
現
実
の

世
界
を
つ
な
ぐ
牧
師
の
説
教
を
通
し
て
、
主
日
礼
拝
に
来
た
者
は
イ
エ
ス
さ

ま
に
出
会
う
。
そ
し
て
、
イ
エ
ス
さ
ま
は
わ
た
し
た
ち
が
教
会
の
門
を
出
た

後
も
ず
っ
と
離
れ
ず
共
に
お
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
に
生
き
て
く
だ
さ
る
。

わ
た
し
が
こ
の
本
と
出
会
っ
て
主
が
共
に
い
て
く
だ
さ
る
こ
と
を
知
っ
た
よ

う
に
、
一
人
で
も
多
く
の
人
が
イ
エ
ス
さ
ま
と
出
会
え
る
よ
う
、
説
教
と
呼

ば
れ
る
写
実
的
で
あ
り
な
が
ら
も
幻
想
的
な
絵
を
描
き
続
け
て
い
き
た
い
。

（
ふ
る
も
と
・
み
さ
＝
平
安
女
学
院
中
学
校
高
等
学
校
チ
ャ
プ
レ
ン
、
日
本
聖
公
会

京
都
教
区
執
事
）

　

物
心
つ
い
た
頃
か
ら
四
〇
歳
を
過
ぎ
た
今
ま
で
ず
っ
と
、
イ
エ
ス
さ
ま
に

会
い
た
く
な
っ
た
ら
手
に
と
る
本
が
あ
る
。
一
九
七
四
年
に
日
本
聖
書
協
会

か
ら
発
行
さ
れ
、
現
在
は
残
念
な
が
ら
絶
版
と
な
っ
た
オ
ラ
ン
ダ
人
絵
本
作

家K
ees de K

ort

に
よ
る
『
絵
本
聖
書
』
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。
高
校
留
学
の

た
め
単
身
米
国
へ
渡
っ
た
と
き
に
は
、
そ
の
中
で
も
い
ち
ば
ん
の
お
気
に
入

り
一
冊
を
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
に
入
れ
た
。
一
年
後
の
夏
休
み
に
帰
国
し
、
久
々

に
そ
の
シ
リ
ー
ズ
を
読
も
う
と
し
た
ら
、
な
い
。
牧
師
で
あ
っ
た
父
の
書
斎

は
さ
な
が
ら
キ
リ
ス
ト
教
書
店
の
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
ど
の
棚
に
も
見
つ
か

ら
な
い
。
母
に
聞
く
と
、「
あ
ん
な
子
ど
も
の
絵
本
、
そ
う
く
ん
に
あ
げ
ち

ゃ
っ
た
わ
よ
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
わ
た
し
は
当
時
十
代
後
半
だ
っ
た
と
思

う
の
だ
が
、
ま
る
で
三
歳
の
そ
う
く
ん
と
同
い
年
で
あ
る
か
の
よ
う
に
大
声

を
あ
げ
て
泣
い
た
。
そ
し
て
ほ
ん
の
少
し
だ
け
大
げ
さ
に
言
っ
た
。「
あ
の

本
た
ち
は
、
世
界
中
の
何
よ
り
も
大
切
だ
っ
た
の
よ
ぉ
！
」　

母
は
お
ろ
お

ろ
し
て
、
す
ぐ
さ
ま
そ
う
く
ん
の
母
親
に
電
話
を
し
た
。「
ご
め
ん
な
さ
い

ね
、
み
さ
が
大
粒
の
涙
を
流
し
て
わ
ん
わ
ん
泣
く
も
の
で
。
返
し
て
も
ら
っ

て
い
い
か
し
ら
」。
そ
の
と
き
は
さ
す
が
に
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
が
、
数
日

後
に
そ
の
シ
リ
ー
ズ
全
巻
が
わ
た
し
の
手
に
戻
っ
て
き
た
と
き
の
感
激
は
一

生
忘
れ
な
い
。
わ
た
し
が
は
じ
め
て
イ
エ
ス
さ
ま
に
出
会
っ
た
と
き
の
胸
の

高
鳴
り
、
そ
し
て
そ
の
後
に
く
る
、
ふ
か
ふ
か
の
毛
布
に
包
ま
れ
る
よ
う
な

出
会
い
・
本
・
人

イ
エ
ス
さ
ま
に
会
い
た
く
て
─
─
古
本
み
さ
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「
我
は
汝
な
り
」（
三
六
頁
）
─
─
宮
本
久
雄
氏
の
思
想
へ
い
ざ
な
う
索

引
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
に
対
す
る
「
信
」
か
ら
他
者
と
の
出
会
い
の
地
平

は
広
が
っ
て
い
く
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
「
信
仰
年
」
に
第
六
十
回
を
記

念
し
て
行
わ
れ
た
夏
期
神
学
講
習
会
を
も
と
に
本
書
は
ま
と
め
ら
れ
た
。

武
田
な
ほ
み
氏
が
ま
え
が
き
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
は
多
様
な
価
値
観

と
の
対
話
を
重
要
視
し
て
い
る
。
神
学
や
哲
学
、
諸
宗
教
に
よ
っ
て
奏
で

ら
れ
た
言
葉
は
一
方
通
行
で
は
な
く
、
現
代
の
「
信
」
へ
の
架
け
橋
を
か

け
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
宮
本
氏
の
論
文
で
ひ
ら
か
れ
る
第
Ⅰ
部
は
、
本
書
の
力
点
を
明

ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
裏
返
し
で
あ
る
自
己
救
済
は
、

「
信
」
の
む
す
び
や
ひ
ら
き
に
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
続
い

て
、
ホ
ア
ン
・
ア
イ
ダ
ル
氏
は
罪
を
意
識
さ
せ
、
自
己
で
は
な
く
他
者
か

ら
は
じ
ま
る
救
い
を
Ｅ
・
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
倫
理
か
ら
提
示
す
る
。
さ
ら

に
、
鈴
木
順
子
氏
は
、
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
人
生
を
俯
瞰
し
、
そ
の

共
苦
に
貫
か
れ
た
思
想
か
ら
、
他
者
を
生
か
す
「
犠
牲
の
神
」
に
「
信
」

の
出
発
点
を
見
出
す
。
第
Ⅱ
部
は
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
お
け
る
「
信
」
の

形
成
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
佐
久
間
勤
氏
は
旧
約
聖
書
の
信
仰
の
諸
相
か

ら
神
へ
の
畏
れ
を
、
川
中
仁
氏
は
新
約
聖
書
の
構
造
的
な
キ
リ
ス
ト
へ
の

「
信
」
を
論
じ
る
。
具
正
謨
氏
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
育
て
る
祈
り
、

共
同
体
の
公
の
祈
り
で
あ
る
典
礼
を
取
り
上
げ
、
と
り
な
し
の
祈
り
が

「
信
」
を
も
た
ら
す
と
述
べ
る
。
信
仰
の
歴
史
が
示
さ
れ
た
後
、
第
Ⅲ
部

で
は
諸
宗
教
に
お
け
る
「
信
」
の
広
が
り
を
み
る
。
赤
堀
雅
幸
氏
は
ム
ス

リ
ム
の
共
同
体
を
支
え
る
信
仰
と
行
事
、
シ
リ
ル
・
ヴ
ェ
リ
ヤ
ト
氏
は
ヒ

ン
ド
ゥ
ー
教
に
お
け
る
宗
教
間
対
話
の
土
壌
に
つ
い
て
、
髙
山
貞
美
氏
は

ブ
ッ
ダ
と
親
鸞
に
共
通
す
る
苦
の
体
験
と
今
を
照
ら
す
「
信
」
を
紹
介
す

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
相
に
は
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
の
接
点
が
示
さ
れ
て
い

る
。
講
演
者
の
意
図
す
る
射
程
は
長
く
、
十
分
な
奥
行
き
が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
限
り
な
い
欲
望
を
肯
定
す
る
文
明
社
会
に
お
い
て
、
他
者

は
消
費
さ
れ
る
「
物
」
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
人
は
存
在
の
軽
さ
に
耐
え
ら

れ
ず
、
極
端
な
二
者
択
一
へ
と
容
易
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
片
山
は
る
ひ

氏
は
、
信
仰
の
闇
と
光
を
説
き
、「
信
」
は
夜
に
こ
そ
目
覚
め
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
誰
か
に
強
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
説
く
。
ま
た
、
晴

佐
久
昌
英
氏
は
教
会
の
普
遍
性
に
重
き
を
置
き
つ
つ
、
人
の
救
い
の
限
界

と
、
境
目
を
引
く
こ
と
が
で
き
な
い
天
の
救
い
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
て

第
Ⅳ
部
に
お
い
て
、
執
筆
者
た
ち
は
「
信
」
の
底
知
れ
な
い
深
さ
を
述
べ
、

神
の
国
と
の
つ
な
が
り
を
改
め
て
問
い
な
お
す
。
す
る
と
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
に
お
い
て
フ
ロ
ア
か
ら
率
直
な
質
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
─
─
〝
信

仰
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
〟。
な
る
ほ
ど
、
多
角
的
な
視
野
が
要
求
さ

れ
る
時
代
に
、
過
信
は
危
う
く
、
権
威
主
義
は
自
由
と
相
反
す
る
。「
真

実
の
信
に
対
す
る
不
信
の
闇
は
人
の
心
を
お
お
い
つ
く
し
て
い
く
で
あ
ろ

う
」（
三
三
三
頁
）
と
い
う
宮
本
氏
の
説
く
現
実
は
否
定
し
が
た
い
。
何

を
正
し
く
信
じ
る
べ
き
か
、
確
信
へ
の
道
は
あ
ま
り
に
遠
い
。

　

し
か
し
、
小
林
稔
氏
が
エ
ッ
セ
イ
で
語
る
、
詩
編
の
よ
う
な
な
り
ふ
り

構
わ
ぬ
祈
り
に
は
、
神
を
前
に
し
た
あ
り
の
ま
ま
の
人
間
の
姿
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
小
林
氏
に
よ
る
命
を
超
え
た
神
へ
の
信
頼
は
、
死
者
を
担
う
者

が
唱
え
る
祈
り
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
祈
り
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
冒

頭
の
索
引
に
必
ず
引
き
戻
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
へ
の
方
向
と
、
自

己
か
ら
他
者
へ
向
か
う
問
い
が
重
な
り
合
う
と
き
、「
信
」
へ
の
足
掛
か

り
は
明
ら
か
と
な
る
。
神
は
自
己
で
は
な
く
、
他
者
と
共
に
あ
る
方
な
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
を
愛
し
、
隣
人
を
愛
す
る
教
え
は
、
現
代
に
お

い
て
も
普
遍
的
な
意
味
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
実
践
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、「
信
」
の
方
角
を
指
し
示
す
現
代
の
コ
ン
パ
ス
は
ど
の
よ

う
に
提
示
さ
れ
る
の
か
。
石
井
智
恵
美
氏
は
、
押
田
成
人
に
よ
る
地
下
水

の
思
想
を
く
み
出
し
、
他
者
へ
の
誠
実
さ
と
神
へ
の
謙
遜
を
掘
り
起
こ
す
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
結
び
に
宮
本
氏
は
、「
わ
た
し
は
あ
な
た
」
と
い
う
神

の
愛
に
従
っ
た
イ
エ
ス
の
生
き
方
の
再
考
を
求
め
る
。
他
者
の
物
語
を
丁

寧
に
紡
い
で
い
く
作
業
に
こ
そ
、
果
て
し
な
い
高
さ
、
深
さ
、
奥
行
き
の

あ
る
「
信
」
を
ひ
ら
く
た
め
の
律
速
段
階
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
つ
ま

り
、
本
書
は
失
わ
れ
た
他
者
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
合
図
で
あ
り
、
読
者

に
よ
る
新
た
な
ひ
ら
き
を
歓
待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
く
ろ
と
り
・
い
さ
く
＝
相
模
原
赤
十
字
病
院
医
師
、
日
本
基
督
教
団
戸
塚
教
会
補
教
師
）

（
四
六
判
・
三
四
四
頁
・
本
体
二
八
〇
〇
円
＋
税
・
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
）

他
者
へ
の
索
引
と
「
信
」
へ
の
拓
き

宮
本
久
雄
・
武
田
な
ほ
み
編
著

信
と
は
何
か

現
代
に
お
け
る
〈
い
の
ち
〉
の
泉

二
〇
一
三
年
上
智
大
学
神
学
部
夏
期
神
学
講
習
会
講
演
集

黒
鳥
偉
作
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賀
川
豊
彦
は
ス
ラ
ム
で
の
救
霊
・
救
貧
活
動
に
端
を
発
し
、
労
働
運
動
、

農
民
運
動
、
協
同
組
合
運
動
な
ど
多
方
面
に
わ
た
る
社
会
運
動
の
先
駆
的

指
導
者
と
し
て
、
明
治
末
期
か
ら
昭
和
前
半
に
か
け
て
広
く
活
躍
し
た
。

賀
川
ハ
ル
の
働
き
は
そ
の
陰
で
、
夫
の
よ
き
協
力
者
と
し
て
の
「
内
助
の

功
」
と
し
て
見
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な

か
っ
た
が
、
本
書
は
、「
そ
の
陰
」
か
ら
ハ
ル
を
解
放
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
神
の
愛
」
に
応
え
て
ひ
た
す
ら
に
生
き
ぬ
い
た
彼
女
の
人
生
を
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。

　

ハ
ル
は
優
れ
た
資
質
を
も
ち
な
が
ら
、
家
庭
の
事
情
で
、
少
女
時
代
か

ら
女
中
奉
公
や
女
工
生
活
を
し
、
早
く
か
ら
労
働
者
の
苦
し
み
や
悲
し
み

を
身
を
も
っ
て
知
っ
た
。
し
か
し
、
幸
い
に
も
、
彼
女
の
場
合
、
父
方
の

伯
父
が
神
戸
に
開
設
し
た
聖
書
印
刷
会
社
で
の
女
工
生
活
で
あ
り
、
毎
週

勤
務
員
の
た
め
の
キ
リ
ス
ト
教
の
時
間
も
あ
っ
た
。

　

あ
る
と
き
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
時
間
に
「
神
の
愛
」
に
つ
い
て
賀
川

豊
彦
が
熱
く
語
る
の
を
聞
き
、
そ
れ
ま
で
キ
リ
ス
ト
教
に
心
を
閉
ざ
し
て

い
た
ハ
ル
の
心
は
開
か
れ
る
。
そ
の
後
、
彼
女
は
賀
川
の
伝
道
所
に
通
う

よ
う
に
な
り
、
信
仰
へ
と
導
か
れ
る
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
賀

川
の
働
き
を
助
け
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
ハ
ル
は
豊
彦
の
よ
き
理

解
者
・
協
力
者
と
な
り
、
結
婚
。

　

こ
う
一
口
で
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
ま
る
で
甘
い
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
よ
う
に

見
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
生
易
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
賀
川
は
街
に

住
む
人
々
に
「
み
な
さ
ん
の
女
中
を
お
嫁
に
も
ら
い
ま
し
た
」
と
ハ
ル
を

紹
介
し
、
ハ
ル
は
そ
れ
か
ら
の
日
々
、
豊
彦
の
期
待
に
懸
命
に
応
え
る
。

病
、
貧
困
、
不
衛
生
、
犯
罪
の
は
び
こ
る
生
活
環
境
の
な
か
で
、
ハ
ル
は

豊
彦
と
と
も
に
神
と
隣
人
に
仕
え
る
。
そ
の
結
果
、
ハ
ル
は
ト
ラ
コ
ー
マ

の
感
染
に
よ
り
片
方
の
視
力
を
失
い
、
豊
彦
も
生
涯
眼
病
に
苦
し
む
。

　

豊
彦
が
米
国
留
学
の
機
会
を
得
た
の
で
、
そ
の
間
（
一
九
一
四
年
―
一

七
年
）、
ハ
ル
は
横
浜
の
共
立
女
子
神
学
校
で
学
ぶ
。

　

そ
の
後
、
二
人
は
神
戸
で
の
活
動
に
戻
る
の
で
あ
る
が
、
賀
川
の
社
会

運
動
の
働
き
は
労
働
運
動
を
皮
切
り
に
拡
が
っ
て
い
き
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

と
な
る
自
伝
小
説
『
死
線
を
越
え
て
』
の
出
版
後
、
執
筆
や
講
演
活
動
な

ど
で
ま
す
ま
す
多
忙
を
極
め
る
。
関
東
大
震
災
の
救
援
活
動
後
は
東
京
を

拠
点
と
す
る
よ
う
に
な
る
が
、
形
こ
そ
異
な
っ
て
も
、
賀
川
の
働
き
は
神

戸
で
の
働
き
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
後
の
働
き
の
原
点

は
神
戸
で
の
働
き
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

　

豊
彦
は
一
九
六
〇
年
、
七
二
歳
の
生
涯
を
閉
じ
る
が
、
同
い
年
の
ハ
ル

は
九
四
歳
の
長
寿
を
与
え
ら
れ
、
夫
君
が
残
し
た
多
く
の
社
会
事
業
の
責

任
を
継
承
し
た
。
そ
れ
は
単
な
る
「
継
承
」
と
い
う
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

ハ
ル
は
、
神
戸
時
代
の
路
傍
伝
道
や
、「
覚
醒
婦
人
協
会
」
会
長
と
し
て

の
働
き
な
ど
を
と
お
し
て
自
ら
の
う
ち
に
蓄
積
し
て
い
っ
た
経
験
を
開
花

さ
せ
、『
貧
民
窟
物
語
』『
女
中
奉
公
と
女
工
生
活
』
な
ど
の
著
書
や
文
筆

活
動
に
結
実
さ
せ
る
。
そ
の
文
章
は
端
正
、
講
演
も
明
晰
で
あ
り
、
多
忙

な
働
き
の
中
に
も
泰
然
自
若
と
し
て
い
た
と
言
う
。
そ
こ
に
は
賀
川
豊
彦

か
ら
学
び
と
っ
て
き
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
彼
女
自
身
の
経
験
や
思

想
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　

本
書
の
著
者
鍋
谷
由
美
子
氏
は
し
な
や
か
な
文
章
で
、
ハ
ル
の
人
・
信

仰
・
働
き
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
。「
ハ
ル
の
著
作
の
中
に
は
『
贖

罪
愛
』
と
い
う
言
葉
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
ハ
ル
の
行
動
を
見
る
時
、

ハ
ル
が
尊
敬
し
賛
同
し
た
豊
彦
の
思
想
を
理
解
し
て
い
た
こ
と
、
豊
彦
を

凌
駕
す
る
と
も
言
え
る
贖
罪
愛
に
突
き
動
か
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

神
が
人
類
の
罪
を
担
わ
れ
た
こ
と
を
、
ハ
ル
は
十
字
架
の
恵
み
を
通
し
て

知
り
、
さ
ら
に
、
隣
人
と
痛
み
を
分
か
ち
合
う
関
係
へ
と
入
れ
ら
れ
た
」

と
述
べ
、「
地
面
の
下
深
く
根
を
伸
ば
し
、
踏
ま
れ
て
も
踏
ま
れ
て
も
気

負
わ
ず
に
立
ち
上
が
り
、
嵐
や
風
に
も
倒
れ
そ
う
で
倒
れ
な
い
た
ん
ぽ
ぽ

の
生
き
方
」
を
ハ
ル
に
見
る
。

　

本
書
の
テ
ー
マ
「
賀
川
ハ
ル
」
は
本
来
、
著
者
が
修
士
論
文
と
し
て
執

筆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
収
集
し
た
資
料
を
用
い
て
、
一
般
読
者
の
た
め

に
改
め
て
平
易
に
書
き
下
ろ
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
書
を
再
読
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
賀
川
ハ
ル
の
滋
味
豊
か
な
「
隠
し
味
」
が
発
見
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
。

（
か
や
ま
・
ひ
さ
お
＝
明
治
学
院
大
学
名
誉
教
授
、
前 

賀
川
豊
彦
記
念
松
沢
資
料
館
館
長
）

（
四
六
判
・
一
六
〇
頁
・
本
体
一
五
〇
〇
円
＋
税
・
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
）

豊
彦
と
と
も
に
贖
罪
愛
を
生
き
ぬ
い
た
生
涯

鍋
谷
由
美
子
著

賀
川
ハ
ル
も
の
が
た
り

加
山
久
夫



本・批評と紹介

67

　

現
代
を
代
表
す
る
神
学
者
の
一
人
で
あ
り
、
現
役
を
退
い
て
な
お
健
筆

衰
え
ず
、
著
書
を
年
々
増
し
加
え
て
い
る
Ｗ
・
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
初
期
の
代

表
作
で
あ
り
、
初
版
か
ら
数
え
て
三
五
年
、
改
訂
を
重
ね
な
が
ら
絶
え
間

な
く
読
み
継
が
れ
、
そ
の
主
張
は
色
あ
せ
る
こ
と
が
な
い
ば
か
り
か
、
一

層
輝
き
を
増
し
な
が
ら
多
く
の
新
し
い
読
者
を
獲
得
し
続
け
、
魅
了
し
て

止
ま
な
い
。
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
の
名
を
世
に
広
く
知
ら
し
め
た
本
書
は
、
聖

書
学
に
留
ま
ら
ず
、
説
教
学
や
実
践
神
学
の
分
野
で
も
評
価
が
高
く
、
教

会
の
聖
書
研
究
の
格
好
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
今
日
も
北
米
の
多
く
の
教
会

で
愛
用
さ
れ
て
お
り
、
長
ら
く
邦
訳
が
待
た
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
旧

約
聖
書
へ
の
発
想
を
大
き
く
変
え
さ
せ
、
旧
約
預
言
者
が
現
代
に
対
峙
し

て
鋭
い
切
り
口
で
語
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
言
葉
を
新
た
に
聴
き

取
る
耳
を
、
さ
ら
に
預
言
者
の
想
像
力
を
も
っ
て
今
と
い
う
時
代
を
見
る

眼
差
し
を
備
え
さ
せ
る
。
一
旦
こ
の
想
像
の
翼
を
手
に
し
た
も
の
は
、
旧

約
預
言
を
読
む
毎
に
自
在
に
古
典
と
現
代
を
往
還
し
な
が
ら
、
溢
れ
る
ば

か
り
に
語
り
か
け
ら
れ
る
み
言
葉
の
力
に
打
た
れ
つ
つ
恵
み
を
語
り
継
ぐ

も
の
と
さ
れ
る
。
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
自
身
の
生
涯
が
そ
れ
を
証
し
し
て
い
る
。

　

翻
訳
は
原
著
の
本
来
の
意
図
を
一
層
際
立
た
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
邦
訳

に
付
さ
れ
た
独
自
の
副
題
「
現
実
を
突
き
破
る
嘆
き
と
希
望
」
は
秀
逸
。

特
に
東
日
本
大
震
災
以
後
を
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
預
言
者
の
嘆
き

に
注
目
す
る
本
書
の
神
髄
が
顕
在
化
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
エ

レ
ミ
ヤ
に
よ
っ
て
捕
囚
前
夜
の
社
会
に
向
け
て
語
ら
れ
た
言
葉
が
「
想
像

力
」
を
喚
起
し
、「
嘆
き
」
や
悲
嘆
を
忘
却
・
排
除
す
る
風
潮
に
対
し
て
、

「
悲
嘆
だ
け
が
喜
び
へ
と
導
き
、
終
わ
り
を
受
け
入
れ
て
は
じ
め
て
新
し

い
始
ま
り
が
起
こ
」
る
（
一
二
五
頁
）
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
悲
し
む
者
だ

け
が
慰
め
ら
れ
る
こ
と
（
マ
タ
イ
五
・
四
）
を
知
っ
て
お
ら
れ
た
主
イ
エ

ス
を
指
し
示
し
な
が
ら
、
今
、
こ
こ
に
召
さ
れ
た
説
教
者
の
黙
想
を
旧
約

預
言
の
深
み
へ
と
沈
潜
さ
せ
つ
つ
、
力
強
い
現
代
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
へ
と

飛
翔
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

こ
の
書
は
、「（
社
会
に
支
配
的
な
）
文
化
が
生
み
出
す
意
識
と
観
点
に

対
抗
し
、
そ
の
代
替
と
な
る
意
識
と
観
点
を
、
育
て
、
養
い
、
人
々
の
間

で
呼
び
覚
ま
す
こ
と
が
、
預
言
者
に
与
え
ら
れ
た
務
め
」
で
あ
る
こ
と

（
四
〇
頁
）
を
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
論
じ
て
ゆ
く
。

　

特
に
ソ
ロ
モ
ン
時
代
を
特
徴
づ
け
る
「
王
族
意
識
」
が
生
み
出
し
た
繁

栄
と
消
費
経
済
の
発
展
に
伴
う
「
飽
満
の
経
済
」、
そ
し
て
飽
食
に
よ
る

不
公
正
や
周
縁
化
さ
れ
た
人
々
へ
の
皺
寄
せ
を
強
い
る
「
抑
圧
の
政
治
」、

そ
し
て
神
の
自
由
と
超
越
を
忌
避
す
る
「
親
近
性
の
宗
教
」
に
対
抗
す
る

預
言
者
の
想
像
力
に
つ
い
て
語
る
第
二
、
第
三
章
は
、
そ
の
独
創
的
で
鮮

や
か
な
切
り
口
に
ペ
ー
ジ
を
繰
る
手
が
止
ま
ら
な
く
な
る
。
そ
れ
で
い
て
、

時
折
思
わ
ず
思
考
が
活
性
化
し
、
時
を
忘
れ
て
黙
想
に
導
か
れ
る
の
は
、

預
言
者
の
想
像
力
の
な
せ
る
業
で
あ
ろ
う
か
。

　

社
会
倫
理
と
福
音
主
義
、
社
会
正
義
と
教
会
正
典
の
密
接
な
関
わ
り
合

い
に
聖
書
的
根
拠
を
示
し
て
い
る
点
で
も
、
現
代
社
会
に
お
け
る
教
会
形

成
に
一
つ
の
有
効
な
指
標
を
与
え
る
。
聖
書
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を

保
持
す
る
共
同
体
、
聖
餐
を
中
心
と
す
る
教
会
こ
そ
が
、
真
に
社
会
変
革

を
担
う
媒
体
と
な
り
う
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
点
も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。

　

本
書
前
半
で
語
ら
れ
た
旧
約
預
言
者
に
よ
る
「
批
判
と
パ
ト
ス
」、
そ

の
も
た
ら
す
「
わ
ざ
と
驚
き
」
は
後
半
部
で
主
イ
エ
ス
の
「
批
判
と
パ
ト

ス
」（
第
五
章
）、「
わ
ざ
と
驚
き
」（
第
六
章
）
へ
と
展
開
し
て
ゆ
く
。
旧

新
約
聖
書
を
貫
く
預
言
者
の
想
像
力
の
救
済
史
的
躍
動
を
味
わ
う
こ
と
に

な
る
。
そ
し
て
最
終
章
で
、
現
代
に
お
い
て
、
こ
の
想
像
力
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
教
会
に
よ
る
社
会
活
動
の
実
践
例
の
紹
介
が
な

さ
れ
て
閉
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
想
像
の
翼
は
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
な
く
風
を

は
ら
ん
で
更
な
る
作
品
へ
と
結
実
し
て
ゆ
き
、
二
〇
一
二
年
、
ブ
ル
ッ
ゲ

マ
ン
が
預
言
者
的
説
教
に
つ
い
て
論
じ
た
『
預
言
者
的
想
像
力
の
実
践

─
─
解
き
放
つ
言
葉
の
説
教
』（
未
邦
訳
）
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。

　

今
回
、
翻
訳
の
労
を
と
ら
れ
た
鎌
野
直
人
先
生
は
、
コ
ヘ
レ
ト
に

関
す
る
研
究
で
学
位
を
取
得
さ
れ
、
そ
の
優
れ
た
研
究
はW

alter de 
Gruyter

社
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る
。
現
在
は
神
戸
で
神
学
教
育
と
牧
会

に
当
た
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
神
学
へ
の
理
解
は
深
く
、
読
む
者

を
引
き
込
ん
で
離
さ
な
い
英
語
の
語
り
口
を
、
翻
訳
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ

さ
せ
る
流
暢
さ
と
読
み
や
す
さ
を
も
っ
て
訳
出
さ
れ
た
こ
と
に
、
一
読
者

と
し
て
感
謝
し
た
い
。

（
さ
こ
ん
・
と
む
＝
日
本
基
督
教
団
美
竹
教
会
牧
師
）

（
四
六
判
・
二
七
二
頁
・
本
体
二
八
〇
〇
円
＋
税
・
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
）

時
代
を
見
る
眼
差
し
と
教
会
形
成
へ
の
指
標
を
与
え
る

Ｗ
・
ブ
ル
ッ
ゲ
マ
ン
著

鎌
野
直
人
訳

預
言
者
の
想
像
力

現
実
を
突
き
破
る
嘆
き
と
希
望

左
近　

豊
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本
書
は
日
本
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
の
式
文
委
員
会
の
招
き
に
よ
り
二
〇

一
一
年
に
来
日
し
た
米
国
ル
タ
ー
派
の
礼
拝
学
者
レ
イ
ス
ロ
ッ
プ
氏
の
講

演
、
説
教
な
ど
を
ま
と
め
た
著
作
で
あ
る
。
近
年
、
同
教
会
で
は
式
文
改

訂
作
業
が
進
行
中
で
あ
る
と
仄
聞
す
る
が
、
本
書
は
そ
の
中
か
ら
生
ま

れ
た
成
果
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
文
の
構
成
は
、「
序
文
」

を
別
と
し
て
、「
二
十
一
世
紀
の
礼
拝
─
─
文
化
と
の
出
会
い
」、「
礼
拝

の
中
心
」、「
礼
拝
の
オ
ル
ド
（O

rdo

）」、「
オ
ル
ド
─
─
東
洋
と
西
洋

の
対
話
」、「
司
式
と
は
」、「
保
護
と
批
判
・
ル
タ
ー
の
遺
産
」、「
説
教
」

（
二
編
）
と
い
う
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
。
編
訳
者
に
よ
る
と
、「
オ
ル
ド

─
─
東
洋
と
西
洋
の
対
話
」
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
独
立
し
た
講
演
及
び
説

教
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

　

最
初
の
講
演
は
本
書
の
表
題
と
も
な
っ
て
い
る
も
の
で
、
今
後
ま
す
ま

す
重
要
性
を
帯
び
て
い
く
と
思
わ
れ
る
礼
拝
と
文
化
の
関
係
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
明
治
期
以
来
、
日
本
に
お
け
る
礼
拝
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教

と
言
え
ば
、
日
本
的
な
伝
統
文
化
に
対
し
て
対
決
的
な
姿
勢
を
も
っ
て

臨
む
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
近
年
で
は
「
土
着
化
論
」
か
ら
始
ま
っ
て

「
文エ

ン
カ
ル
チ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

化
脈
化
」
な
ど
、
文
化
と
礼
拝
を
め
ぐ
る
考
察
も
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
と
は
い
え
、
ま
だ
ま
だ
緒
に
就
い
た
ば
か
り
と
言
っ
て
も
よ

い
状
況
で
あ
る
。
今
日
の
礼
拝
の
刷
新
に
お
い
て
こ
う
し
た
課
題
が
避
け

て
通
れ
ぬ
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
語
る
著
者
の
発
言
を
私
た
ち
は
き
ち
ん

と
受
け
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

第
二
講
演
は
、
文
化
と
い
う
多
様
で
可
変
的
な
現
実
と
の
出
会
い
を
意

識
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
同
時
に
礼
拝
の
本
質
や
原
点
を
再
確
認
す

る
こ
と
が
必
然
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

　

こ
の
議
論
を
受
け
て
第
三
講
演
は
礼
拝
の
本
質
を
表
現
す
る
「
オ
ル

ド
」（
順
序
を
意
味
す
る
「
オ
ー
ダ
ー
」
の
こ
と
）
に
つ
い
て
、
二
世
紀

の
ユ
ス
テ
ィ
ノ
ス
に
ま
で
遡
っ
て
解
説
す
る
。
著
者
は
古
典
的
聖
書
的
オ

ル
ド
を
示
し
つ
つ
、「
日
本
に
お
け
る
礼
拝
刷
新
は
（
中
略
）
常
に
オ
ル

ド
と
そ
の
根
拠
を
も
う
一
度
学
び
、
新
た
な
明
瞭
さ
に
お
い
て
私
た
ち
の

中
で
そ
れ
を
明
ら
か
に
さ
せ
る
こ
と
で
す
」（
六
七
頁
）
と
結
論
づ
け
て

い
る
。

　

こ
の
後
に
措
か
れ
た
「
オ
ル
ド
─
─
東
洋
と
西
洋
の
対
話
」
は
著
者
と

平
岡
仁
子
氏
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
実
際
の
対
話
で
あ
る
と
い
う
。
私
が
目

を
引
か
れ
た
の
は
、
対
話
の
末
尾
の
ほ
う
で
著
者
が
「
そ
し
て
多
分
、

﹁
日
本
ミ
サ
﹂
の
展
開
が
、
今
起
こ
り
始
め
て
い
ま
す
」（
八
四
頁
）
と

述
べ
て
い
る
一
文
で
あ
る
。
こ
の
発
言
の
趣
旨
や
意
図
を
詳
述
し
て
欲
し

か
っ
た
の
だ
が
、
示
唆
的
な
ひ
と
言
に
終
わ
っ
て
い
た
の
が
残
念
だ
っ
た
。

　

第
四
講
演
は
礼
拝
の
司
式
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
著
者
は
礼
拝
に
責

任
を
負
う
司
式
者
が
オ
ル
ド
や
司
式
の
際
の
振
る
舞
い
を
身
体
に
ま
で

「
刻
印
」
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
き
、「
私
は
、
自
分
が
司
式
を
す
る
時
、

自
分
の
こ
の
体
を
用
い
る
こ
と
を
考
え
ま
し
た
」（
九
五
頁
）
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の
指
摘
は
私
が
か
つ
て
福
音
ル
ー
テ
ル
教
会
で
司
式
を
経
験
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
時
の
実
感
と
も
重
な
る
部
分
が
あ
っ
て
、
大
い
に
納
得

す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

　

最
後
の
講
演
は
、
礼
拝
の
理
解
と
実
践
に
関
し
て
ル
タ
ー
が
残
し
た

「
遺
産
」
に
つ
い
て
論
じ
る
。
著
者
は
ル
タ
ー
は
礼
拝
の
伝
統
に
対
す
る

尊
重
（「
保
護
」）
と
「
批
判
」
と
い
う
、
二
つ
の
面
を
共
に
重
ん
じ
て
い

た
と
指
摘
し
、
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、
ル
タ
ー
派
に
あ
っ
て
は

「（
礼
拝
の
）
改
革
は
強
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」（
一
〇
六
頁
）、「
典
礼

に
よ
る
束
縛
へ
の
強
制
の
拒
否
」（
一
〇
七
頁
）
と
い
う
原
理
が
存
在
す

る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
第
五
講
演
は
ル
タ
ー
派
の
礼
拝
論
を
扱
っ
て
い

る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
特
定
の
教
派
だ
け
で
な
く
、
広
く
キ
リ
ス
ト
教
会

の
礼
拝
を
考
え
る
上
で
共
通
す
る
い
く
つ
も
の
問
題
提
起
と
な
る
も
の
を

示
唆
し
て
お
り
、
評
者
と
し
て
も
っ
と
も
感
銘
を
受
け
た
部
分
で
あ
っ
た
。

　

最
後
に
な
る
が
、
以
上
述
べ
て
き
た
内
容
の
評
価
と
は
別
に
、
本
書
の

訳
文
に
関
し
て
は
残
念
な
が
ら
苦
言
を
呈
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
直

訳
調
と
い
う
の
か
、
総
じ
て
生
硬
な
印
象
が
否
め
ず
、
誤
字
・
脱
字
等
を

別
に
し
て
も
、
文
章
表
現
や
訳
語
の
中
に
日
本
語
と
し
て
こ
な
れ
て
い
な

い
も
の
や
分
か
り
に
く
い
も
の
が
何
度
も
出
て
く
る
。
何
か
事
情
が
あ
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
読
者
の
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
よ
り
綿
密
な
校

正
や
推
敲
が
な
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
う
。

（
こ
し
か
わ
・
ひ
ろ
ひ
で
＝
同
志
社
大
学
キ
リ
ス
ト
教
文
化
セ
ン
タ
ー
副
所
長
・
教
授
）

（
四
六
判
・
一
二
八
頁
・
本
体
一
五
〇
〇
円
＋
税
・
教
文
館
）

礼
拝
を
考
え
る
上
で
の
問
題
を
提
起
す
る

Ｇ
・
Ｗ
・
レ
イ
ス
ロ
ッ
プ
著

平
岡
仁
子
編
訳

二
十
一
世
紀
の
礼
拝

文
化
と
の
出
会
い

越
川
弘
英
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憲
法
改
正
に
つ
い
て
は
夥
し
い
数
の
文
献
が
あ
る
が
、
知
的
な
奥
深
さ

と
読
み
や
す
さ
を
備
え
た
本
は
意
外
に
少
な
い
。
キ
リ
ス
ト
教
哲
学
を
基

礎
と
し
つ
つ
親
し
み
や
す
い
文
体
で
改
憲
問
題
を
語
る
本
書
は
、
そ
の
意

味
で
特
徴
的
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
貴
重
な
一
冊
と
い
え
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
現
在
、
本
当
の
意
味
で
改
憲
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
国
民

は
少
数
で
あ
る
。
政
治
の
場
で
の
論
戦
の
過
熱
と
は
裏
腹
に
、
社
会
の
側

に
は
無
関
心
が
蔓
延
し
て
い
る
。
評
者
は
最
近
、
知
人
に
次
の
よ
う
に
問

い
か
け
ら
れ
、
絶
句
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　
「
憲
法
改
正
に
賛
成
で
す
か
、
反
対
で
す
か
と
い
う
世
論
調
査
の
結
果

が
と
き
ど
き
新
聞
に
載
る
け
ど
、
変
え
た
い
条
文
が
あ
る
な
ら
、
専
門
家

で
話
し
合
っ
て
、
適
当
に
変
え
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」

　

憲
法
に
対
す
る
市
民
の
認
識
の
平
均
値
は
、
案
外
、
こ
の
あ
た
り
に
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
な
ぜ
間
違
っ
た
態
度
な
の
か
。
本
書

を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
こ
の
「
無
責
任
体
質
」
が
現
代
日
本
の

課
題
の
本
質
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

日
本
の
歴
史
や
文
化
の
特
殊
性
を
強
調
し
、
普
遍
的
な
民
主
主
義
の
原

理
に
否
定
的
な
態
度
を
示
す
自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案
は
、
人
権
を
限
界

づ
け
る
「
公
共
の
福
祉
」（
日
本
国
憲
法
一
三
条
）
に
代
え
て
「
公
益
及

び
公
の
秩
序
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
。「
公
共
の
福
祉
」
は
「
人
々

の
福
祉
」
を
意
味
す
る
が
、「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」
は
「
お
上
の
秩
序
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
権
を
「
公
益
及
び
公
の
秩
序
」
に
よ
っ
て
制
約
す

る
自
民
党
草
案
は
、
国
の
か
た
ち
を
大
き
く
変
え
て
し
ま
う
危
険
を
は
ら

む
。
こ
こ
に
明
治
憲
法
へ
の
回
帰
願
望
を
見
る
著
者
の
問
題
意
識
は
鋭
い
。

日
本
だ
け
が
「
反
動
的
な
一
九
世
紀
的
な
国
家
主
義
に
戻
っ
て
い
く
わ
け

に
は
断
じ
て
い
き
ま
せ
ん
」
と
い
う
主
張
は
、
自
民
党
草
案
の
本
質
を
喝

破
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。

　

公
と
私
の
二
項
対
立
か
ら
「
公
、
私
、
公
共
の
三
元
論
」
へ
。
本
書
で

示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
市
民
が
受
身
的
に
公
に
従
う
「
お
ま
か
せ
民
主

主
義
」
と
も
、「
官
か
ら
民
へ
」
を
無
条
件
に
肯
定
す
る
新
自
由
主
義
と

も
異
な
る
第
三
の
可
能
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
市
民
が
各
自
の
関
心
に

応
じ
て
中
間
集
団
を
立
ち
上
げ
、
国
境
を
越
え
て
連
帯
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ

れ
の
責
任
─
─
神
か
ら
信
託
さ
れ
た
「
地
を
管
理
す
る
」
責
任
─
─
を
果

た
す
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
市
民
ど
う
し
が
人
格
的
に
つ
な
が
り
、

対
話
に
よ
っ
て
理
解
し
合
い
、
生
の
充
実
を
図
る
社
会
へ
。
著
者
の
掲
げ

る
「
活
憲
」
の
中
心
に
は
、
自
治
に
参
加
し
、
自
発
的
な
モ
ラ
ル
の
実
践

を
通
じ
て
憲
法
を
活
か
す
市
民
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
市
民
の
「
自
己
鍛

錬
」
が
求
め
ら
れ
る
点
で
実
現
へ
の
ハ
ー
ド
ル
は
低
く
な
い
が
、
現
行
憲

法
の
潜
在
力
を
引
き
出
す
試
み
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
構
想
と
い
え
よ
う
。

　

安
保
法
制
懇
の
報
告
書
が
首
相
に
提
出
さ
れ
、
自
衛
権
に
関
す
る
議
論

が
か
ま
び
す
し
い
昨
今
だ
が
、
た
と
え
ば
日
本
近
海
で
ア
メ
リ
カ
の
艦
船

が
攻
撃
を
受
け
れ
ば
、
自
衛
隊
は
ど
の
み
ち
現
実
に
は
防
護
へ
行
か
ざ
る

を
得
ま
い
。
憲
法
九
条
を
め
ぐ
る
論
争
は
、
そ
の
意
味
で
む
な
し
い
。

　

こ
の
点
、
本
書
が
九
条
で
は
な
く
、
政
教
分
離
の
問
題
を
重
点
的
に
取

り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
理
に
か
な
っ
た
選
択
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
く

の
キ
リ
ス
ト
者
の
関
心
に
も
合
致
す
る
と
思
わ
れ
る
。
政
教
分
離
の
原
則

を
規
定
す
る
日
本
国
憲
法
二
〇
条
三
項
の
末
尾
に
自
民
党
草
案
が
「
た
だ

し
、
社
会
的
儀
礼
又
は
習
俗
的
行
為
の
範
囲
を
超
え
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
の
た
だ
し
書
を
追
加
し
、
宗
教
上
の
組
織
へ

の
公
金
の
支
出
を
禁
じ
る
八
九
条
に
「
第
二
十
条
第
三
項
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
場
合
を
除
き
」
と
の
留
保
を
付
し
て
い
る
こ
と
の
危
険
性
を
考
察

し
た
部
分
─
─
公
人
の
靖
国
神
社
参
拝
が
「
習
俗
的
行
為
」
と
し
て
合
憲

と
さ
れ
う
る
─
─
は
、
と
り
わ
け
示
唆
に
富
む
。

　

民
主
主
義
、
表
現
の
自
由
、
信
教
の
自
由
、
政
教
分
離
の
原
則
─
─

「
憲
法
と
い
え
ば
憲
法
九
条
」
と
思
わ
れ
が
ち
な
風
潮
の
中
、
私
た
ち
は
、

地
味
だ
が
重
要
な
一
つ
一
つ
の
問
題
を
も
っ
と
「
自
分
の
問
題
」
と
し
て

し
っ
か
り
考
え
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
個
人
的
な
信
仰
に
逃
避
せ
ず
、

時
代
と
格
闘
し
、
新
し
い
公
共
を
生
み
出
す
市
民
の
責
任
を
説
く
著
者
の

姿
に
心
を
打
た
れ
る
。

（
あ
べ
・
け
い
す
け
＝
成
蹊
大
学
法
学
部
教
授
）

（
四
六
判
・
二
〇
二
頁
・
本
体
一
三
〇
〇
円
＋
税
・
教
文
館
）

強
靭
な
市
民
社
会
の
構
想

稲
垣
久
和
著

改
憲
問
題
と
キ
リ
ス
ト
教

安
部
圭
介
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ケ
ネ
ス
・
リ
ー
チ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
聖
公
会
神
学
院
の
招
き
で
来
日

し
て
特
別
講
座
を
担
当
し
た
英
国
教
会
の
司
祭
で
あ
る
。
多
く
の
著
作

が
あ
る
が
、
日
本
語
訳
で
は
『
牧
者
の
務
め
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』

（
竹
田
眞
、
石
井
智
子
訳
、
聖
公
会
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）、『
十
字
架
が

語
り
か
け
る
も
の
』（
菊
地
伸
二
訳
、
聖
公
会
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
が

出
版
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
九
年
生
ま
れ
で
キ
ン
グ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
、
ロ

ン
ド
ン
と
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
学
ん
だ
。

教
会
の
牧
師
を
し
な
が
ら
、
積
極
的
に
青
少
年
問
題
、
移
住
労
働
者
の
生

活
支
援
、
貧
困
問
題
な
ど
に
関
わ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
の
今
日
的
使
命
を

果
た
す
道
を
模
索
し
な
が
ら
、
伝
統
的
遺
産
に
行
き
着
い
た
。
そ
の
成
果

の
一
つ
が
こ
の
書
物
で
あ
る
。
今
日
の
教
会
が
も
つ
一
つ
の
問
題
は
霊
的

い
の
ち
の
枯
渇
だ
と
受
け
止
め
て
い
る
。

　

こ
の
書
物
は
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
の
聖
オ
ー
ガ
ス
チ
ン
大
学
で
の
聖
職
按
手

候
補
生
に
向
け
た
講
義
を
基
に
し
て
い
る
。
聖
職
者
が
学
ぶ
べ
き
最
も
基

本
的
事
柄
を
明
ら
か
に
し
た
と
言
え
る
。
全
体
は
六
章
と
補
遺
で
構
成
さ

れ
て
い
る
が
、
章
立
て
を
見
る
と
著
者
の
意
図
が
推
察
で
き
る
。
１
章
・

霊
性
と
今
日
の
潮
流
、
２
章
・
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
お
け
る
霊
的
指
導
、

３
章
・
霊
的
指
導
と
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
治
療
、
４
章
・
祈
り
と
キ
リ
ス

ト
教
の
霊
的
伝
統
、
５
章
・
祈
り
の
生
活
の
実
践
、
６
章
・
霊
的
指
導
の

預
言
者
的
理
解
、
補
遺
と
し
て
霊
的
指
導
と
和
解
の
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
で
あ

る
。

　

リ
ー
チ
が
訴
え
て
い
る
こ
と
は
、
霊
的
指
導
（spiritual direction

）

の
重
要
さ
と
意
義
で
あ
る
。
今
日
の
教
会
は
霊
的
指
導
を
強
く
必
要
と
し

て
い
る
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
霊
的
遺
産
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
語
り
、

初
期
キ
リ
ス
ト
教
の
砂
漠
に
出
て
行
っ
た
隠
者
た
ち
の
霊
性
や
、
東
方
正

教
会
の
霊
性
、
更
に
は
今
日
の
ペ
ン
テ
コ
ス
テ
派
の
霊
性
に
ま
で
触
れ
て
、

健
全
な
霊
性
の
姿
を
提
示
し
て
い
る
。
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
の
ク
レ
メ
ン

ス
の
「
不
信
心
か
ら
信
心
へ
、
信
心
か
ら
知
識
へ
、
知
識
か
ら
愛
」
を
引

用
し
、
ま
た
、
オ
リ
ゲ
ネ
ス
の
「
浄
め
と
知
識
と
愛
」
に
触
れ
て
、
愛
に

向
う
霊
性
こ
そ
大
切
だ
と
語
っ
て
い
る
（
二
二
七
―
二
五
〇
頁
）。

　

そ
の
霊
性
に
至
る
道
と
し
て
、
５
章
で
は
祈
り
の
生
活
を
勧
め
る
。
こ

の
著
書
の
一
つ
の
結
論
が
こ
こ
に
あ
る
。
祈
り
は
人
格
の
統
合
で
あ
る
。

祈
り
は
本
来
神
の
行
為
で
あ
る
。
祈
り
は
許
し
で
あ
る
。
祈
り
は
神
に
向

っ
て
自
己
を
越
え
る
こ
と
で
あ
る
。
祈
り
は
自
己
の
内
面
に
出
会
う
こ
と

で
あ
る
。
祈
り
は
優
し
さ
を
備
え
る
こ
と
で
あ
る
。
祈
り
は
全
身
的
活
動

で
あ
る
（
二
七
六
―
二
八
八
頁
）
な
ど
と
語
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

祈
り
に
導
く
の
が
霊
的
指
導
で
あ
る
と
い
う
。「
霊
的
指
導
者
に
求
め
ら

れ
る
こ
と
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
発
見
を
助
け
、
さ
ら
に
自
己
に
死

に
、
も
う
一
つ
の
中
心
、
す
な
わ
ち
自
己
存
在
の
最
も
深
い
中
心
で
あ
る

神
に
お
い
て
生
き
れ
る
よ
う
に
と
信
徒
を
助
け
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
三
〇
六
頁
）

　

以
上
見
た
所
で
は
、
霊
的
生
活
が
非
常
に
個
人
的
な
色
彩
を
も
つ
よ
う

に
見
え
る
が
、
リ
ー
チ
は
、
祈
り
が
単
な
る
個
人
的
生
活
に
収
斂
し
す
ぎ

る
と
世
界
と
の
断
絶
を
生
み
だ
し
霊
的
生
活
が
閉
鎖
的
に
な
っ
て
し
ま
う

と
警
告
す
る
。
信
仰
生
活
の
個
人
的
側
面
を
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
へ
の
戒

め
の
例
と
し
て
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
、
精
神
治
療
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
や
精
神
治
療
法
は
バ
ラ
バ
ラ
に
さ
れ
た
現
代
人
の
人

格
の
自
己
洞
察
、
統
合
化
、
適
応
す
る
こ
と
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
う

（
一
五
〇
―
一
六
八
頁
）。
し
か
し
、
リ
ー
チ
は
も
し
も
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

や
精
神
療
法
、
更
に
は
教
会
自
体
が
過
度
に
個
人
の
社
会
適
応
を
追
求
す

る
の
で
あ
っ
た
ら
、「
社
会
的
、
政
治
的
次
元
へ
の
意
識
の
欠
如
を
も
た

ら
し
、
不
正
を
永
続
さ
せ
て
し
ま
う
」（
一
六
四
頁
）
と
言
い
切
っ
て
い

る
。
そ
し
て
、
霊
的
指
導
の
目
的
は
危
機
へ
の
介
入
で
は
な
く
、「
神
に

向
う
、
そ
し
て
神
の
う
ち
に
お
け
る
行
動
」
で
あ
る
（
一
五
四
頁
）
と
語

る
。

　

リ
ー
チ
は
今
日
の
教
会
の
存
亡
を
霊
性
の
復
興
に
期
待
し
て
い
る
。
今

日
、
戦
争
、
貧
困
、
差
別
が
人
々
の
い
の
ち
を
脅
か
し
て
い
る
。
多
く
の

苦
難
や
課
題
、
傷
つ
き
倒
れ
る
人
々
を
助
け
、
希
望
の
教
会
の
形
成
に
、

バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
霊
性
の
必
要
性
を
語
っ
て
い
る
。

　

こ
の
翻
訳
が
、
牧
師
、
信
徒
、
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ

ー
、
精
神
科
医
に
読
ま
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
に
流
れ
る
霊
的
宝
庫
に

触
れ
ら
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。
多
く
の
方
に
薦
め
た
い
書
物
で
す
。
こ

の
大
著
を
翻
訳
さ
れ
た
関
澄
子
氏
と
関
正
勝
氏
の
ご
労
に
心
か
ら
感
謝
を

表
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

（
く
ぼ
で
ら
・
と
し
ゆ
き
＝
聖
学
院
大
学
大
学
院
教
授
）

（
四
六
判
・
四
二
四
頁
・
本
体
二
三
〇
〇
円
＋
税
・
発
行
者 

渋
谷
聖
公
会
聖
ミ
カ
エ
ル

教
会
・
発
行
所 

聖
公
会
出
版
）

霊
的
指
導
（spiritual direction

）
の
重
要
さ
と
意
義

ケ
ネ
ス
・
リ
ー
チ
著

関　

澄
子
、
関　

正
勝
訳

魂
の
同
伴
者

現
代
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
霊
性

窪
寺
俊
之
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訳
者
に
よ
れ
ば
、
著
者
Ｊ
・
Ｊ
・
フ
ラ
ー
フ
ラ
ン
ト
は
オ
ラ
ン
ダ
の
テ

ィ
ル
ブ
ル
フ
大
学
の
経
済
学
・
経
営
学
部
教
授
で
あ
る
経
済
学
者
、
神
学

者
で
あ
り
、「
本
書
は
、
政
治
経
済
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
て
い
る
」。

　

こ
こ
で
の
政
治
経
済
学
と
は
、
英
語
で
い
え
ばPolitical Econom

y 

な
の
だ
が
、
こ
れ
は
広
義
の
経
済
学
の
中
でEconom

ics

と
は
区
別
さ

れ
る
学
問
領
域
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
市
場
経
済
に
つ
い
て
の
学
問
と
し
て

の
経
済
学
が
成
立
し
た
の
は
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
『
諸
国
民
の
富
』（
一

七
七
六
年
）
以
来
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
ス
ミ
ス
は
道
徳
哲
学
の
大
学
教
授

で
あ
っ
た
。
当
時
、
イ
ギ
リ
ス
で
市
民
革
命
に
よ
っ
て
公
認
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
市
民
的
自
由
権
の
一
つ
と
し
て
の
私
有
財
産
権
を
基
礎
と
し

て
、
商
品
を
自
由
に
製
造
・
販
売
し
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
営
み
が

活
発
に
な
っ
て
行
き
つ
つ
あ
っ
た
が
、
こ
の
事
態
を
ど
う
評
価
す
る
か

は
、
道
徳
哲
学
上
の
大
問
題
だ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
市
場
で
の
売
買
を

通
じ
て
私
的
な
利
益
を
上
げ
る
営
み
を
、
利
己
心
を
動
機
と
し
て
い
る
が

ゆ
え
に
「
卑
し
い
」
も
の
だ
と
す
る
考
え
が
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
ミ
ス
は
、
そ
の
利
己
的
な
活
動
が
「
見
え

ざ
る
手
の
働
き
」
に
よ
っ
て
社
会
全
体
に
「
富
の
増
進
」
と
い
う
形
で
大

き
な
善
を
も
た
ら
す
こ
と
を
立
証
し
て
市
場
経
済
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る

べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
ス
ミ
ス
流
の
市

場
経
済
に
つ
い
て
の
学
問
が
、
政
策
的
論
議
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
ゆ

え
にPolitical Econom

y

と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の

後
、
ス
ミ
ス
が
試
み
た
市
場
経
済
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
と
い
う
部
分

を
数
量
的
に
厳
密
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
研
究
が
重
ね
ら
れ
、
そ
れ
が 

Econom
ics

と
呼
ば
れ
て
、
今
で
は
経
済
学
と
言
え
ばEconom

ics 

が
す
べ
て
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
う
人
が
少
な
く
な
い
状
態
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
現
実
を
考
え
れ
ば
、
環
境
破
壊
な
ど
明

ら
か
に
市
場
経
済
が
生
み
出
し
て
い
る
様
々
な
重
要
問
題
が
あ
り
、
し
た

が
っ
て
市
場
経
済
そ
の
も
の
が
依
然
と
し
て
道
徳
哲
学
（
現
代
風
に
言
え

ば
社
会
倫
理
）
上
の
大
き
な
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し

そ
の
こ
と
はEconom

ics

で
は
ほ
と
ん
ど
視
野
の
外
に
置
か
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
そ
こ
に
現
代
に
相
応
し
いPolitical Econom

y

が
求
め
ら

れ
る
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、「
政
治
経
済
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
本
書
の
存
在
意
義
が
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で

あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
著
者
フ
ラ
ー
フ
ラ
ン
ト
は
市
民
的
自
由
の

基
礎
と
し
て
の
私
有
財
産
権
が
必
然
的
に
生
み
出
し
た
市
場
経
済
そ
の
も

の
を
根
本
的
に
は
肯
定
し
つ
つ
、
大
き
く
三
つ
の
視
角
か
ら
、
旧
・
新
約

聖
書
の
経
済
生
活
に
か
か
わ
り
の
あ
る
教
え
を
踏
ま
え
て
、
現
代
の
市
場

経
済
の
肯
定
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
詳
細
に

論
ず
る
。

　

第
一
に
は
、
経
済
的
成
果
。Econom

ics

の
楽
観
的
な
主
張
に
疑
問

を
呈
し
つ
つ
、
雇
用
の
確
保
と
い
う
面
か
ら
市
場
経
済
の
成
長
に
は
肯
定

的
な
判
断
を
示
す
。
こ
の
点
で
は
著
者
が
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
に
親
近
感
を

抱
い
て
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
る
。
第
二
に
正
義
と
い
う
視
点
か
ら
、
と

く
に
貧
富
の
格
差
に
つ
い
て
、
完
全
平
等
主
義
は
と
ら
な
い
が
野
放
し
の

市
場
経
済
が
生
み
出
す
大
き
な
格
差
に
つ
い
て
、
と
く
に
国
際
取
引
の
自

由
化
は
、
国
家
間
の
格
差
を
固
定
化
あ
る
い
は
更
な
る
拡
大
を
も
た
ら
す

危
険
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。（
こ
の
点
は
い
ま
日
本
で
問
題
の
Ｔ

Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
の
判
断
に
参
考
に
な
ろ
う
。）
第
三
の
視
角
は
「
徳
」
す

な
わ
ち
市
場
経
済
に
生
き
る
人
間
の
モ
ラ
ル
の
問
題
で
あ
り
、
あ
ま
り
に

厳
し
い
市
場
競
争
が
当
事
者
に
賄
賂
、
虚
偽
広
告
と
い
っ
た
不
正
へ
の
強

い
誘
因
を
も
た
ら
し
、
社
会
全
体
を
腐
敗
・
堕
落
へ
と
追
い
や
る
危
険
が

少
な
く
な
い
こ
と
が
警
告
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
現
実
の
市
場
経
済
に
対
し
て
何
ら
か
の
規
制
、
介
入
が
必
要
と

さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
「
大
き
な
政
府
」
に
求
め
る
の
で
は

な
く
、
社
会
的
な
「
対
抗
力
」
に
期
待
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ

れ
る
と
こ
ろ
に
本
書
の
独
自
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
著
作
が
、
キ
リ
ス
ト
教
系
大
学
の
す
べ
て
の
学
生
に
対
す

る
教
養
教
育
の
教
科
書
ま
た
は
重
要
参
考
文
献
と
し
て
広
く
活
用
さ
れ
る

こ
と
を
強
く
望
み
た
い
。

（
く
ぜ
・
さ
と
る
＝
明
治
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

（
Ａ
５
判
・
二
七
四
頁
・
本
体
二
六
〇
〇
円
＋
税
・
教
文
館
）

市
場
経
済
の
倫
理
的
課
題
を
聖
書
の
文
脈
か
ら
読
み
解
く

Ｊ
・
Ｊ
・
フ
ラ
ー
フ
ラ
ン
ト
著

関
谷　

登
訳

市
場
倫
理
と
キ
リ
ス
ト
教
倫
理

市
場
・
幸
福
・
連
帯

久
世　

了
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西
洋
音
楽
史
学
、
特
に
中
世
ル
ネ
サ
ン
ス
音
楽
研
究
の
泰
斗
と
し
て
知

ら
れ
る
皆
川
達
夫
氏
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
音
楽
と
出
会
わ
れ
た
の
は
一
九
七

五
年
と
い
う
か
ら
、
じ
つ
に
四
十
年
ほ
ど
も
前
の
こ
と
だ
。
合
唱
団
の
指

導
の
た
め
に
長
崎
に
行
か
れ
た
と
き
、
隠
れ
キ
リ
シ
タ
ン
の
島
と
し
て
知

ら
れ
る
生
月
島
に
案
内
さ
れ
、
彼
ら
が
唱
え
る
「
歌
オ
ラ
シ
ョ
」
に
出
会

わ
れ
た
と
い
う
。
皆
川
氏
の
す
ば
ら
し
い
の
は
、
そ
の
時
、
感
動
と
同
時

に
、
そ
の
背
後
に
横
た
わ
る
豊
か
な
研
究
の
可
能
性
を
直
感
さ
れ
た
と
こ

ろ
に
あ
る
。
最
初
期
の
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
奨
学
生
と
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大

学
で
研
究
生
活
を
送
ら
れ
た
皆
川
氏
は
、
比
較
音
楽
学
の
創
始
者
ク
ル

ト
・
ザ
ッ
ク
ス
（
一
八
八
一
～
一
九
五
九
）
の
指
導
を
受
け
ら
れ
、
音
楽

に
対
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
点
を
教
え
ら
れ
て
い
た
。

　

皆
川
氏
の
キ
リ
シ
タ
ン
音
楽
研
究
は
そ
の
後
大
い
な
る
発
展
を
遂
げ
、

そ
の
集
大
成
が
芸
術
学
博
士
請
求
論
文
と
し
て
明
治
学
院
大
学
に
提
出
さ

れ
た
『
洋
楽
渡
来
考
─
─
キ
リ
シ
タ
ン
音
楽
の
栄
光
と
挫
折
』（
日
本
キ

リ
ス
ト
教
団
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
）
と
な
っ
た
。
そ
れ
か
ら
十
年
、
こ

の
『
再
論
』
が
出
版
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
三
点
か

ら
な
っ
て
い
る
。
一
、
旧
著
出
版
後
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
発
見
さ
れ

た
マ
ド
リ
ー
ド
版
の
『
サ
カ
ラ
メ
ン
タ
提
要
』
の
検
討
。
二
、《
聖
母
マ

リ
ア
の
連
祷
》
歌
唱
の
た
め
の
よ
り
妥
当
な
旋
律
の
提
示
。
三
、
日
本
伝

統
音
楽
の
代
表
的
名
曲
で
あ
る
箏
曲
《
六
段
》
が
、
ラ
テ
ン
語
聖
歌
《
ク

レ
ド
》
の
深
い
影
響
の
も
と
に
成
立
し
た
と
す
る
試
論
。

　

な
か
で
も
興
味
深
い
の
は
、
三
に
あ
る
《
六
段
》
と
《
ク
レ
ド
》
の
比

較
で
あ
る
。
も
と
も
と
《
六
段
》
と
い
う
曲
は
、
日
本
伝
統
音
楽
と
し
て

は
例
外
的
に
、
非
常
に
器
楽
的
性
格
が
強
い
音
楽
で
あ
る
。
題
名
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
六
部
分
か
ら
な
る
変
奏
曲
と
も
解
釈
で
き
る
。
だ
か
ら
か

ね
て
か
ら
、
西
洋
音
楽
、
と
り
わ
け
ス
ペ
イ
ン
の
デ
ィ
フ
ェ
レ
ン
シ
ア
ス

と
呼
ば
れ
る
鍵
盤
楽
器
の
変
奏
曲
の
影
響
を
受
け
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
推
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
皆
川
氏
は
、
各
段
が
五
二
拍
子

（
一
〇
六
拍
）
か
ら
な
る
《
六
段
》
を
三
つ
折
り
に
し
て
、
二
部
分
か
ら

な
る
《
ク
レ
ド
》
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
長
さ
だ
け
で
な
く
内
容
的
に
も

驚
く
ほ
ど
重
な
り
合
う
と
い
う
事
実
を
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。『
再
論
』

の
な
か
で
も
、
こ
の
点
は
譜
例
を
用
い
て
説
明
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の

妥
当
性
を
実
感
す
る
に
は
、
実
際
に
両
者
の
演
奏
を
耳
で
聞
く
こ
と
が
大

切
だ
。
そ
こ
で
本
書
に
は
付
録
と
し
て
、
二
〇
一
二
年
七
月
に
ロ
ー
マ
の

オ
ラ
ツ
ィ
オ
・
デ
ル
・
カ
ラ
ヴ
ィ
ー
タ
礼
拝
堂
で
行
わ
れ
た
野
坂
操
壽
氏

の
箏
と
皆
川
達
夫
指
揮
中
世
音
楽
合
唱
団
に
よ
る
演
奏
を
収
録
し
た
Ｄ
Ｖ

Ｄ
が
付
い
て
い
る
。
な
か
で
も
《
六
段
》
と
《
ク
レ
ド
》
の
同
時
演
奏
は
、

そ
れ
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
呼
応
関
係
を
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
。

　

評
者
は
、
皆
川
氏
が
日
本
音
楽
学
会
の
例
会
で
初
め
て
こ
の
比
較
演
奏

を
披
露
さ
れ
た
と
き
、
た
ま
た
ま
司
会
を
さ
せ
て
頂
き
、
不
思
議
な
感
動

を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
こ
の
研
究
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
重
要
性

を
認
識
し
、
自
分
が
日
本
代
表
理
事
（
現
在
は
副
会
長
）
を
し
て
い
る
国

際
音
楽
学
会
理
事
会
に
皆
川
氏
を
名
誉
会
員
候
補
と
し
て
推
挙
す
る
こ
と

を
思
い
つ
い
た
。
す
る
と
嬉
し
い
こ
と
に
、
長
年
に
わ
た
り
わ
が
国
に
西

洋
の
中
世
ル
ネ
サ
ン
ス
音
楽
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
八
十
歳
代
後
半
に
し
て
、

こ
の
よ
う
な
斬
新
な
研
究
を
続
け
て
お
ら
れ
る
皆
川
氏
の
よ
う
な
方
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
の
学
会
の
名
誉
会
員
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

二
〇
一
二
年
七
月
、
国
際
音
楽
学
会
の
世
界
大
会
は
、
ロ
ー
マ
の
パ
ル

コ
・
デ
ラ
・
ム
ジ
カ
で
開
催
さ
れ
た
が
、
総
会
の
席
上
で
、
評
者
は
名
誉

会
員
と
し
て
の
皆
川
氏
へ
の
祝
辞
を
述
べ
さ
せ
て
頂
い
た
。
そ
し
て
総
会

後
、
野
坂
氏
の
箏
、
皆
川
氏
指
揮
中
世
音
楽
合
唱
団
の
特
別
演
奏
が
行
わ

れ
た
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
収
め
ら
れ
た
演
奏
は
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
ロ
ー
マ
の
由

緒
あ
る
教
会
で
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

十
六
・
十
七
世
紀
に
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
西
洋
音
楽

の
世
界
的
な
普
及
を
も
た
ら
し
た
。
近
年
、
教
皇
庁
は
、
そ
の
重
要
性
に

気
づ
き
、
私
た
ち
国
際
音
楽
学
会
に
、
世
界
中
に
残
さ
れ
た
布
教
時
代
の

音
楽
遺
産
の
総
合
的
研
究
を
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
事
実
、
中
南
米
や
ア
ジ

ア
各
地
の
図
書
館
に
は
、
未
知
の
音
楽
資
料
が
ま
だ
た
く
さ
ん
眠
っ
て
い

る
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
意
味
で
も
ま
こ
と
に
今
日
的
な
意
味
が
あ
る
。

 （
ひ
ぐ
ち
・
り
ゅ
う
い
ち
＝
明
治
学
院
大
学
教
授
、
国
際
音
楽
学
会
副
会
長
）

（
Ａ
５
判
・
一
六
〇
頁
＋
Ｄ
Ｖ
Ｄ
・
本
体
六
四
〇
〇
円
＋
税
・
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
出
版
局
）

キ
リ
ス
ト
教
世
界
布
教
と
西
洋
音
楽
普
及
の
先
駆
的
研
究

皆
川
達
夫
著

洋
楽
渡
来
考 

再
論

箏
と
キ
リ
シ
タ
ン
と
の
出
会
い

樋
口
隆
一
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さ
る
四
月
二
十
六
日
、
本
書
の
版
元
で
あ
る
新
教
出
版
社
の
創
立
七
〇

周
年
を
記
念
す
る
連
続
神
学
講
演
会
の
第
一
回
目
を
聴
く
機
会
を
与
え

ら
れ
た
。
講
師
は
宮
田
光
雄
先
生
。
演
題
は
「
バ
ル
メ
ン
宣
言
の
政
治
学

─
─
バ
ル
メ
ン
宣
言
八
〇
周
年
を
覚
え
て
」。
政
治
思
想
史
、
と
り
わ
け

ド
イ
ツ
の
近
・
現
代
史
研
究
を
専
門
と
し
、
さ
ら
に
ナ
チ
研
究
と
の
関
連

か
ら
ド
イ
ツ
教
会
闘
争
の
研
究
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
こ
ら
れ
た
先
生
。

内
に
燃
え
る
よ
う
な
情
熱
を
秘
め
な
が
ら
、
即
事
的
（
ザ
ッ
ハ
リ
ヒ
）
で

論
旨
明
快
な
語
り
口
と
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
確
か
な
基
調
音
は
、
四

十
五
年
前
の
私
の
学
生
時
代
の
先
生
を
彷
彿
さ
せ
る
に
十
分
な
も
の
で
あ

っ
た
。

　

本
書
は
、
そ
の
よ
う
な
宮
田
先
生
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
屋
台
骨
で

あ
る
復
活
信
仰
が
生
き
て
働
い
て
い
る
こ
と
を
雄
弁
に
証
言
す
る
五
編
の

エ
ッ
セ
イ
な
い
し
小
論
と
、「
私
の
聖
書
物
語
」
と
題
し
た
小
さ
な
自
伝

と
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
簡
潔
に

紹
介
す
る
。

①
「
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と
婚
約
者
マ
リ
ー
ア
」　　

ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
と

そ
の
婚
約
者
マ
リ
ー
ア
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
往
復
書
簡
集
が
、
ど
の
よ

う
に
し
て
陽
の
目
を
見
る
に
い
た
っ
た
か
─
─
死
の
床
で
、
キ
リ
ス
ト
復

活
を
単
純
に
信
じ
る
信
仰
の
重
要
性
を
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
に
強
く
訴
え
た

若
き
日
の
自
ら
を
想
起
し
た
マ
リ
ー
ア
と
、
処
刑
の
直
前
「
こ
れ
が
最
後

で
す
─
─
〔
し
か
し
〕
私
に
と
っ
て
は
、
生
命
の
始
ま
り
で
す
」
と
認
め

た
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
。
そ
こ
に
は
パ
ウ
ロ
の
復
活
証
言（
Ⅰ
コ
リ
一
五
章
）

が
共
鳴
し
て
い
る
こ
と
が
説
得
的
に
語
ら
れ
る
。

②
「『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
と
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
」　　

バ
ル
ト
は
、『
マ
タ

イ
受
難
曲
』
の
純
粋
に
音
楽
的
な
偉
大
さ
を
認
め
つ
つ
も
、
福
音
書
の
バ

ッ
ハ
的
「
解
釈
」
に
つ
い
て
は
厳
し
す
ぎ
る
批
判
を
し
て
い
る
。
そ
の
こ

と
に
違
和
感
を
覚
え
た
著
者
は
、『
マ
タ
イ
受
難
曲
』
に
お
い
て
《
復
活
》

が
語
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
、
多
く
の
文
献
に
あ
た
り
、
音
楽
的
・
文
学
的

（
詩
的
）
に
究
明
し
て
い
る
。
著
者
の
音
楽
へ
の
造
詣
の
深
さ
に
は
並
々

な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

③
プ
レ
ッ
ツ
ェ
ン
ゼ
ー
の
《
死
の
舞
踏
》　　

プ
レ
ッ
ツ
ェ
ン
ゼ
ー
と
は
、

ナ
チ
時
代
に
政
治
的
・
宗
教
的
・
人
道
的
動
機
か
ら
反
ナ
チ
抵
抗
運
動
に

加
わ
っ
た
人
々
が
処
刑
さ
れ
た
場
所
。
そ
こ
に
記
念
と
し
て
建
つ
礼
拝
堂

に
、
フ
ル
ト
リ
ツ
カ
の
有
名
な
《
死
の
舞
踏
》
の
連
作
板
絵
が
あ
る
。
明

ら
か
に
無
神
論
者
で
あ
る
フ
ル
ト
リ
ツ
カ
は
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
像
を
徹

底
し
て
《
非
︲
聖
別
化
》
し
て
、
す
な
わ
ち
他
者
と
同
じ
死
の
候
補
者
と

し
て
他
者
の
た
め
に
《
パ
ン
を
裂
く
》
一
人
の
方
と
し
て
描
い
て
い
る
が
、

著
者
は
そ
こ
に
ボ
ン
ヘ
ッ
フ
ァ
ー
的
《
非
宗
教
性
》
の
神
学
に
通
底
す
る

現
代
的
復
活
像
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

④
「
復
活
者
キ
リ
ス
ト
─
─
シ
ャ
ガ
ー
ル
の
『
緑
の
十
字
架
』」　　

本
書

の
中
心
的
論
考
で
、
著
者
の
シ
ャ
ガ
ー
ル
論
が
手
に
取
る
よ
う
に
理
解
で

き
る
。
こ
こ
で
は
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
聖
母
教
会
の
『
緑
の
十
字
架
』
に
焦
点

が
当
て
ら
れ
る
。
著
者
は
、
こ
の
『
緑
の
十
字
架
』
に
は
そ
れ
ま
で
の
シ

ャ
ガ
ー
ル
の
十
字
架
像
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
新
し
い
イ
エ
ス
理
解
が
認

め
ら
れ
る
、
と
言
う
。
イ
エ
ス
の
身
体
は
、
釘
付
け
さ
れ
て
い
る
と
い
う

よ
り
浮
動
し
て
お
り
、
拡
げ
ら
れ
た
両
手
は
祝
福
を
与
え
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
そ
し
て
イ
エ
ス
の
頭
上
に
は
勝
利
の
光
輪
が
描
か
れ
、「
見
ま

が
う
余
地
な
く
復
活
者
を
」、
神
の
救
済
史
の
実
現
者
・
完
成
者
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
結
論
づ
け
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
絵
画
そ
れ
自

体
が
も
つ
使
信
は
、
芸
術
家
の
主
観
的
意
図
を
超
え
て
現
代
世
界
の
苦
難

に
た
い
す
る
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
呼
び
か
け
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
。

⑤
使
徒
パ
ウ
ロ
に
よ
る
《
最
古
の
復
活
証
言
》　　

最
新
の
聖
書
学
の
業

績
を
も
踏
ま
え
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
の
復
活
は
歴
史
的
方
法
を
用
い
て
具
体

的
に
対
象
化
し
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
聖
書
の
啓
示
が
保
持

し
て
い
る
《
秘
義
》
性
を
し
っ
か
り
担
保
し
て
、
聖
書
の
復
活
使
信
の
核

心
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
ま
た
復
活
信
仰
の
も
っ
て
い
る
政
治

的
射
程
へ
の
言
及
に
は
励
ま
し
を
与
え
ら
れ
る
。

　

一
読
を
心
か
ら
お
勧
め
し
た
い
。

（
か
さ
は
ら
・
よ
し
ひ
さ
＝
日
本
基
督
教
団
信
濃
町
教
会
牧
師
）

（
Ｂ
６
変
形
判
・
二
二
〇
頁
・
本
体
一
八
〇
〇
円
＋
税
・
新
教
出
版
社
）

復
活
信
仰
の
雄
弁
な
証
言

宮
田
光
雄
著

私
の
聖
書
物
語

イ
ー
ス
タ
ー
黙
想

笠
原
義
久

 新教出版社

〒 162-0814 東京都新宿区新小川町 9-1
TEL : 03-3260-6148

Email: eiHyo@shinkyo-pb.com



本・批評と紹介
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本
書
は
、
著
者
の
既
刊
『
啓
示
と
三
位
一
体
─
─
組
織
神
学
の
根
本

問
題
』（
教
文
館
、
二
〇
〇
七
年
）
の
続
編
で
、
著
者
の
教
義
学
第
二
巻
、

組
織
神
学
の
根
本
問
題
２
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
贖
罪
論
の
主
題
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
人
格
と
そ
の
言
葉
、
業
、
と
り
わ
け
十
字
架
と
復
活
の
出
来
事
に
お
け

る
神
の
働
き
で
、
こ
の
神
の
救
済
行
為
に
対
す
る
信
仰
と
認
識
を
深
く
す

る
こ
と
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
贖
罪
論
と

救
済
論
、
和
解
論
と
の
関
係
や
相
違
に
言
及
し
て
い
る
。

　

本
論
で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
る
贖
罪
を
中
心
に
救
い
の
神
学

が
、
現
代
の
国
内
外
の
神
学
を
ふ
く
め
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
贖
罪

論
史
が
詳
細
に
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
今
日
の
教
会
形
成
と
伝
道
の
支

え
と
な
る
神
学
が
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
著
者
の
神
学
的
立

場
は
、
福
音
主
義
神
学
の
主
要
な
流
れ
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
改
め
て
東

京
神
学
大
学
の
神
学
的
意
味
と
責
任
を
教
え
ら
れ
、
示
さ
れ
る
。
神
学
に

携
わ
る
方
々
は
も
ち
ろ
ん
信
仰
を
支
え
る
神
学
を
求
め
る
人
々
に
広
く
本

書
を
推
薦
し
た
い
。
以
下
に
お
い
て
、
本
書
の
主
要
項
目
と
そ
れ
に
つ
い

て
の
若
干
の
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
記
す
。

　

本
書
は
、
第
一
部
「
贖
罪
論
の
再
考
」、
第
二
部
「
贖
罪
論
史
の
再
検

討
」、
第
三
部
「
贖
罪
論
の
周
辺
」、
の
三
部
か
ら
な
る
。

　

第
一
部
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
章
の
３
「
贖
罪
論
と
伝
道
」
で
あ
る
。

著
者
は
、
神
の
贖
罪
行
為
が
御
子
の
犠
牲
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
神
の
愛
と
、

御
子
の
死
を
通
し
て
の
神
の
義
と
い
う
愛
と
義
の
深
刻
な
理
解
を
伴
っ
て

伝
道
さ
れ
る
必
要
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
の
好
例
と
し
て
、
十
九
世
紀
の

「
伝
道
の
神
学
者
」
Ｍ
・
ケ
ー
ラ
ー
を
と
り
あ
げ
、
さ
ら
に
Ｗ
・
パ
ネ
ン

ベ
ル
ク
が
こ
の
点
に
つ
い
て
、
Ｍ
・
ケ
ー
ラ
ー
と
バ
ル
ト
を
比
較
し
て
、

ケ
ー
ラ
ー
が
よ
り
正
し
か
っ
た
と
評
し
た
こ
と
も
紹
介
し
て
い
る
。

　

第
二
部
で
は
ア
タ
ナ
シ
オ
ス
と
ア
ン
セ
ル
ム
ス
、
古
代
と
中
世
の
贖
罪

論
に
次
い
で
、
宗
教
改
革
者
ル
タ
ー
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
の
贖
罪
論
を
か
れ
ら

の
キ
リ
ス
ト
論
を
か
ら
め
て
検
討
し
て
い
る
。
ル
タ
ー
の
キ
リ
ス
ト
論
に

お
け
る
人
性
と
神
性
の
共
有
は
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
に
お
い
て
は
「
交
替
」

（
ア
ロ
イ
オ
ー
シ
ス
）
と
な
り
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
は
「
人
性
と
神
性
の
区

別
」
の
強
調
と
な
っ
て
い
た
。︿
そ
の
交
替
や
区
別
は
、
中
世
の
カ
ト
リ

ッ
ク
以
来
継
承
さ
れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
邦
語
で
は
全
く
無
差
別
に

「
属
性
の
交
流
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
実
際
は
「
神
学
的
表
現
方
法
、
仕

方
」
で
し
か
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
当
該
人
物
ご
と
に
訳
し
直
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
キ
リ
ス
ト
論
の
相
違
が
、
ル
タ
ー
に
お
い
て
は
宗
教
改

革
の
早
い
段
階
（
一
五
二
一
年
）
か
ら
神
性
の
贖
罪
の
死
が
語
ら
れ
、
や

が
て
聖
餐
に
お
け
る
現
臨
・
共
在
説
が
説
か
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。﹀

そ
れ
に
対
し
て
、
カ
ル
ヴ
ァ
ン
で
は
「
物
素
（
し
る
し
）
と
事
柄
の
区

別
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
「
天
の
キ
リ
ス
ト
の
か
ら
だ
の
現
臨
」
は
語
ら
れ

な
い
こ
と
に
関
係
し
て
い
く
の
で
あ
る
（︿　

﹀
内
は
評
者
の
附
記
）。
そ

の
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
書
講
義
以
来
ル
タ
ー
が
用
い
た
属
性
の
共
有
を
中
心

に
、
宗
教
改
革
者
た
ち
の
神
学
の
諸
問
題
に
言
及
し
た
著
者
の
問
題
提
起

を
、
評
者
と
し
て
特
に
注
目
し
た
次
第
で
あ
る
。
第
二
部
の
最
後
の
第
六

章
は
植
村
正
久
の
贖
罪
論
を
論
じ
、
植
村
が
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
両
性
の

統
一
か
ら
神
の
苦
痛
、
神
の
死
に
言
及
し
た
こ
と
に
現
代
神
学
と
の
関
係

を
指
摘
し
て
い
る
。
高
倉
の
贖
罪
論
は
基
本
的
に
は
植
村
の
線
と
見
て
い

る
。

　

第
三
部
「
贖
罪
論
の
周
辺
」
第
一
章
は
「
律
法
と
福
音
」
で
、
パ
ウ
ロ

と
ル
タ
ー
の
相
違
に
言
及
し
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
律
法
の
成
就
は
法
的

意
志
を
持
っ
た
神
の
永
遠
の
意
志
決
定
の
啓
示
と
著
者
は
解
し
て
い
る
。

第
二
章
「
和
解
と
救
済
」
で
は
モ
ル
ト
マ
ン
の
「
義
認
論
の
一
面
性
」
を

批
判
し
、
和
解
の
永
続
性
と
使
徒
的
伝
道
に
よ
る
救
済
の
現
在
化
を
論
じ

パ
ネ
ン
ベ
ル
ク
に
よ
る
Ｍ
・
ケ
ー
ラ
ー
に
注
目
し
て
い
る
。
第
三
章
は
洗

礼
、
第
四
章
は
聖
餐
論
と
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
と
な
っ
て
い
る
。
聖
餐
論
で

は
、
聖
餐
は
そ
こ
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
の
現
臨
の
も
と
で
の
キ
リ
ス
ト
と

の
出
会
い
の
場
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し

て
い
る
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
を
物
素
の
中
に
限
定
す
る
の
で
も
、
天
上
の

キ
リ
ス
ト
へ
と
志
向
す
る
の
で
も
な
い
。
ま
た
フ
ォ
ー
サ
イ
ス
の
い
う
教

会
の
行
為
の
中
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
の
行
為
の
強
化
で
あ
り
、

物
素
か
ら
の
乖
離
で
は
な
い
（
第
五
章
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
く
ら
ま
つ
・
い
さ
お
＝
東
北
学
院
大
学
名
誉
教
授
）

（
Ａ
５
判
・
三
七
四
頁
・
本
体
五
五
〇
〇
円
＋
税
・
教
文
館
）

教
会
の
形
成
と
伝
道
の
支
え
と
な
る
神
学

近
藤
勝
彦
著

贖
罪
論
と
そ
の
周
辺

組
織
神
学
の
根
本
問
題
２

倉
松　

功
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既刊案内（2014年4月〜5月）（定価は本体価格＋税）

著 訳・ 編 者 書　　名 判型 頁 本体価格 版　元 発行日

加 藤 常 昭 編 主 が、 新 し い 歌 を
— 加 藤 さ ゆ り 説 教 集 四六 368 1,500 教 文 館 4 ／10

佐 々 木 勝 彦 共 感 す る 神
—非暴力と平和を求めて 四六 312 1,900 〃 4 ／15

黒 木 安 信 恵 み 深 い 主 に 感 謝 せ よ
— 詩 編 に 聞 く Ⅲ Ｂ６ 304 2,000 〃 4 ／20

G.W.レイスロップ著
平 岡 仁 子 編 訳

二 十 一 世 紀 の 礼 拝
— 文 化 と の 出 会 い 四六 128 1,500 〃 4 ／20

ジェイムズ・H.コーン著
梶 原  壽 訳 十 字 架 と リ ン チ の 木 Ａ５ 306 3,800 日 本 キ リ ス ト

教 団 出 版 局 4 ／25

村 上  伸 ヨハネの黙示録を読もう 四 六 208 1,800 〃 4 ／25

宮 田 光 雄 私 の 聖 書 物 語
— イ ー ス タ ー 黙 想 B6変 220 1,800 新 教 出 版 社 4 ／20

スティーヴ・フォートーシス著
浜 島 　 敏 訳 神さまはマルチリンガル 四六 316 2,200 キ リ ス ト 新 聞 社 4 ／25

藤 原 孝 行 聖書に基づくイエス様の受難と復活
— 埋 葬 と 復 活・ 昇 天 と 再 臨 四六 252 1,500 ヨ ベ ル 4 ／ 1

中 村 吉 基 キ リ ス ト は 私 た ち の た だ 中 に
—都心の小さな教会で語られた礼拝メッセージ 四六 128 1,200 〃 4 ／ 4

スタンリー・ハワーワス著
東 方 敬 信 監 訳

大 学 の あ り 方
— 諸 学 の 知 と 神 の 知
青山学院大学総合研究所叢書

Ａ５ 384 3,500 〃 4 ／15

賀 川 豊 彦 復 刻 版　 小 説 キ リ ス ト 四六 544 3,000 ミ ル ト ス 4 ／ 1

及 川  信 天 地 創 造 物 語
— 説 教 と 黙 想 四六 294 1,800 教 文 館 5 ／15

近 藤 勝 彦 人 を 生 か す 神 の 息
—聖書から聞く現代へのメッセージ Ｂ６ 234 1,900 〃 5 ／20

シュヴェンクフェルトほか著
中 井 章 子 ほ か 訳

十 六 世 紀 の 神 秘 思 想
—キリスト教神秘主義著作集12 Ａ５ 628 7,900 〃 5 ／20

アズィズ・Ｓ.アティーヤ著
村 山 盛 忠 訳 東 方 キ リ ス ト 教 の 歴 史 Ａ５ 682 8,000 〃 5 ／30

W.H.ウ イ リ モ ン 著
上 田 好 春 訳

異 質 な 言 葉 の 世 界
—洗礼を受けた人にとっての説教 四六 232 2,200 日 本 キ リ ス ト

教 団 出 版 局 5 ／20

絹 川 久 子 沈 黙 の 声 を 聴 く
— マ ル コ 福 音 書 か ら 四六 262 2,500 〃 5 ／20

飯 　 靖 子 、
志 村 拓 生 演 奏

CD版 讃美歌21による礼拝用オルガン曲集
— 第 3 巻 　 詩 編 と 頌 歌 ＣＤ 36曲 1,800 〃 5 ／20

Ｗ.Ｍ.ヴォーリズ著
木 村 晟 監 修

神 の 国 の 種 を 蒔 こ う
—キリスト教メッセージ集 四六 336 2,000 新 教 出 版 社 5 ／ 1

横 田 耕 一 自 民 党 改 憲 草 案 を 読 む
—自民党改憲草案・日本国憲法付録 Ａ５ 132 900 〃 5 ／ 3

宗 藤 尚 三 核 時 代 に お け る 人 間 の 責 任
—ヒロシマとアウシュビッツを心に刻むために 新書 176 1,000 ヨ ベ ル 5 ／ 1

中 島 秀 一 教 会 を 建 て 上 げ る
— 牧 会 と 説 教 四六 243 1,600 〃 5 ／25

芳 賀 　 力 落 ち 穂 ひ ろ い の 旅 支 度 四六 190 1,600 キ リ ス ト 新 聞 社 5 ／31
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書
店
名

郵
便
番
号

住
　
所

電
　
話

フ
ァ
ッ
ク
ス

U
RL

メ
ー
ル

郵
便
振
替

北
海
道
キ
リ
ス
ト
教
書
店
06
0-
08
07

札
幌
市
北
区
北
七
条
西
６
丁
目

01
1-
73
7-
17
21

01
1-
74
7-
59
79

ht
tp
:/
/w
w
w
.jb
-s
ho
p.
co
m
sa
sa
ki
@
jb
-s
ho
p.
co
m

02
77
0-
2-
56
52
0

善
隣
館
書
店

02
0-
00
25

盛
岡
市
大
沢
川
原
3-
2-
37

01
9-
65
4-
12
16

共
用

htt
p:/
/w
ww
7.o
cn
.ne
.jp
/~
zen
-bo
ok/

ze
nri
nk
an
_s
yo
ten
@y
ah
oo
.co
.jp
02
35
0-
0-
87
4

仙
台
キ
リ
ス
ト
教
書
店

98
0-
00
12

仙台
市青
葉区
錦町
1-1
3-6
　東
北教
区セ
ンタ
ー・
エマ
オ1
F
02
2-
22
3-
27
36

共
用

fq
cw
k5
24
@
yb
b.
ne
.jp

02
23
0-
0-
31
15
2

恵
泉
書
房

26
0-
00
21

千葉
市中
央区
新宿
2-8
-2　
千葉
クリ
スチ
ャン
セン
ター
ビル
04
3-
23
8-
12
24

04
3-
24
7-
30
72

ke
is
en
@
ve
st
a.
oc
n.
ne
.jp

00
12
0-
9-
43
61
9

教
文
館

10
4-
00
61

東
京
都
中
央
区
銀
座
4-
5-
1

03
-3
56
1-
84
48

03
-3
56
3-
12
88

htt
p:/
/w
ww
.ky
ob
un
kw
an
.co
.jp
xb
oo
ks
@
ky
ob
un
kw
an
.c
o.
jp
00
12
0-
2-
11
35
7

聖
公
書
店

16
2-
08
14

東
京
都
新
宿
区
新
小
川
町
9-
1

03
-3
23
5-
56
81

03
-3
23
5-
56
82

htt
p:/
/se
iko
kai
-pu
blis
hin
g.ji
md
o.c
om

nsk
k-b
ook
sho
p@
com
pan
y.e
ma
il.n
e.jp
00
14
0-
8-
50
88
0

ア
バ
コ
・
ブ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
16
9-
00
51

東
京
都
新
宿
区
西
早
稲
田
2-
3-
18
03
-3
20
3-
41
21

03
-3
20
3-
41
86

ht
tp
:/
/w
w
w
.a
va
co
.in
fo

av
ac
o@
av
ac
o.
in
fo

00
13
0-
0-
96
39
8

待
晨
堂

16
7-
00
53

東
京
都
杉
並
区
西
荻
南
3-
16
-1

03
-3
33
3-
57
78

03
-3
33
3-
63
78

http
://m

emb
ers3

.jco
m.h
ome
.ne.
jp/t
aish
indo
/
ta
ish
ind
o@
jco
m.
ho
me
.ne
.jp
00
11
0-
8-
95
82
7

キ
リ
ス
ト
教
書
店
ハ
ン
ナ
16
2-
08
14

東
京
都
新
宿
区
新
小
川
町
9-
1

03
-3
26
9-
44
90

03
-3
26
9-
44
91

kiri
sut
oky
ou
sho
ten
ha
nn
a@
ybb
.ne
.jp
00
15
0-
9-
59
55
09

バ
イ
ブ
ル
ハ
ウ
ス
南
青
山
10
7-
00
62

東
京
都
港
区
南
青
山
5-
10
-2

03
-6
41
8-
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。
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街
中
に
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
を
脱
い
だ
白
い
ワ
イ
シ
ャ
ツ
姿
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
や
、
サ
ン
ダ
ル
履
き
の
若
い
女
性
を
多
く
見
か
け
る
季
節
に
な
っ
た
。

紫
外
線
が
気
に
な
る
今
日
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。
最
近
知
り
合
い
の
男
性
が
、

日
傘
を
購
入
し
た
。
誰
か
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
は
な
く
、
彼
自
身
が
使
用

す
る
た
め
だ
。
日
傘
を
使
用
し
て
い
る
人
は
圧
倒
的
に
女
性
が
多
い
が
、

最
近
は
男
性
の
日
傘
ユ
ー
ザ
ー
も
増
え
て
き
て
い
る
と
い
う
。
日
傘
を
買

っ
た
そ
の
彼
に
よ
れ
ば
、
炎
天
下
で
も
直
射
日
光
を
防
ぐ
だ
け
で
、
ず
い

ぶ
ん
暑
さ
は
和
ら
ぐ
の
だ
と
か
。「
な
ぜ
男
性
が
日
傘
を
使
っ
て
は
い
け

な
い
の
か
」
と
彼
は
真
顔
で
言
う
。

　

最
近
の
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
で
は
、
ス
キ
ン
ケ
ア
な
ど
男
性
用
化
粧
品
の

種
類
も
増
え
て
き
て
い
る
し
、
定
期
的
に
フ
ェ
イ
シ
ャ
ル
エ
ス
テ
に
通
う

同
い
齢
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
も
わ
た
し
の
周
り
に
は
い
る
。
一
見
ガ
タ
イ

の
い
い
、“
爽
や
か
系
男
子
”
と
の
会
話
の
内
容
が
〈
美
白
〉
や
〈
保
湿
〉

に
つ
い
て
で
あ
っ
た
り
も
す
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
書
く
と
抵
抗
を
示
す
人

も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
慣
れ
と
は
恐
ろ
し
い
も
の
で
、
二
度
三
度
と

繰
り
返
す
う
ち
に
、
そ
れ
も
ま
た
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
ひ

と
昔
前
─
─
わ
た
し
の
親
が
青
年
期
で
あ
っ
た
時
代
─
─
な
ら
ば
、
あ
り

得
な
い
現
象
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

化
粧
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
、
外
見
上
の
装
い
と
い
う
も
の
は
、
世
間

で
言
う
と
こ
ろ
の
〈
男
子
／
女
子
は
こ
う
あ
る
べ
し
〉
と
い
う
既
成
概
念

に
最
も
縛
ら
れ
や
す
い
。
か
つ
て
は
、
女
性
の
シ
ョ
ー
ト
ヘ
ア
は
非
常
に

奇
抜
な
ス
タ
イ
ル
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
今
で
は
ま
っ
た
く

普
通
で
あ
る
。
毛
髪
を
染
め
た
り
、
ピ
ア
ス
を
す
る
の
も
同
様
だ
。
近
現

代
の
日
本
で
は
、
庶
民
の
服
装
も
短
期
間
に
大
き
く
様
変
わ
り
し
た
。
い

っ
た
い
「
常
識
」
と
は
何
な
の
か
。

　

一
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
、
男
性
と
し
て
初
め
て
雨
傘
を
さ
し
た
ジ
ョ

ナ
ス
・
ハ
ン
ウ
ェ
イ
と
い
う
人
は
、
通
り
を
行
く
人
々
か
ら
指
を
さ
し
て

笑
わ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
何
が
普
通
か
、
普
通
で
な
い
か
、
何
が

機
能
的
か
、
不
合
理
か
、
あ
る
い
は
何
を
慣
習
・
文
化
と
み
な
す
の
か
。

私
た
ち
は
、
一
時
的
で
主
観
的
な
価
値
観
や
感
覚
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。 

（
竹
下
）
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