
 

憲
法
と
平
和
の
福
音 

 

こ
れ
は
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
二
日
、
京
都

聖
三
一
教
会
で
開
か
れ
た
聖
公
会
平
和
ネ
ッ

ト
ワ─

ク
・
全
国
の
集
い
で
の
講
演
に
加
筆

し
た
も
の
で
す
。 

  

一
．
は
じ
め
に─

─
 

麻
生
太
郎
新
首
相
の
所
信
表
明
演
説
か
ら 

  

去
る
九
月
二
九
日
、
麻
生
太
郎
新
首
相
は
初

め
て
の
所
信
表
明
演
説
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述

べ
ま
し
た
。 

 

「
わ
た
く
し
麻
生
太
郎
、
こ
の
度
、
国
権
の
最

高
機
関
に
よ
る
指
名
、
か
し
こ
く
も
、
御
名
御
璽

を
い
た
だ
き
、
第
九
二
代
内
閣
総
理
大
臣
に
就
任

い
た
し
ま
し
た
。
」 

 

「
御
名

ぎ
ょ
め
い

」
と
は
天
皇
の
名
前
、
「
御
璽

ぎ
ょ
じ

」
と
は

天
皇
の
印
（
判
子
）
で
す
。
た
し
か
に
手
続
き
上

は
そ
う
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
首
相
就

任
に
と
っ
て
最
も
大
事
な
こ
と
と
受
け
と
め
、
そ

う
発
言
し
て
い
る
こ
と
に
大
き
な
問
題
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
麻
生
氏
は
、
憲
法
の
根
幹
、
「
主
権
在

民
」
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
い
や
、
そ
れ
を
知
り
つ
つ
そ
れ
を
軽
ん

じ
、
御
名
御
璽
＝
天
皇
の
権
威
の
方
に
重
心
を
移

そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

「
か
し
こ
く
も
、
御
名
御
璽
を
い
た
だ
き
」
と

彼
は
言
い
ま
し
た
、
「
か
し
こ
く
も
」
と
は
天
皇

陛
下
を
畏
れ
か
し
こ
ん
で
、
謹
ん
で
申
し
上
げ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
一
九
四
五
年
八
月
一

五
日
ま
で
、
大
日
本
帝
国
が
滅
び
る
ま
で
通
用
し

た
言
い
方
で
す
。 

 

「
か
し
こ
く
も
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
一
言

触
れ
て
お
き
ま
す
。
大
日
本
帝
国
憲
法
に
は
、
そ

の
本
文
の
前
、
頭
に
「
告
文

こ
う
も
ん

」
（
天
子
が
臣
下
に

告
げ
る
文
）
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
最
初

は
こ
う
で
す
。 

「
皇
朕

わ

レ

謹
つ
つ
し

ミ

畏
か
し
こ

ミ 

皇
祖

E

こ
う
そ 

A
E

皇
宗

E

こ
う
そ
う

A

ノ

A
E

神
霊

E

し
ん
れ
い

A

ニ

A
E

誥

E

つ

A

ケ

A
E

白

E

ま
う

A

サ
ク
…
…
」 

 

神
聖
不
可
侵
の
天
皇
が
、
臣
下
（
家
来
）
で
あ

る
国
民
に
告
げ
る
前
に
、
天
皇
の
祖
先
で
あ
る

神
々
に
告
げ
る
、
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
ま
す
。

冒
頭
に
「
謹
ミ
畏
ミ
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
ま

す
。
麻
生
新
首
相
は
、
天
皇
を
再
び
神
聖
な
も
の

に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
主
権

在
民
」
を
宣
言
し
た
日
本
国
憲
法
の
根
幹
精
神
は

危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

麻
生
氏
が
「
か
し
こ
く
も
」
と
畏
れ
尊
ん
で
い

る
そ
の
「
御
名
御
璽
」
に
よ
っ
て
何
が
行
な
わ
れ

た
か
。
一
つ
を
挙
げ
て
お
き
ま
す
。 

 

一
九
一
〇
年
、
日
本
は
韓
国
（
朝
鮮
）
の
独
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エ 
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「
国
は
国
に
向
か
っ
て
剣
を
上
げ
ず
、
も
は
や
戦

う
こ
と
を
学
ば
な
い
。
」 

ミ
カ
四
・
三 
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立
を
奪
い
、
植
民
地
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
公

に
宣
言
し
た
天
皇
の
言
葉
、
「
韓
国
併
合
の

詔
」
（
明
治
四
三
年
八
月
二
九
日
）
を
紹
介
し
ま

す
。 

「
朕チ

ン

東
洋
ノ
平
和
ヲ
永
遠
ニ
維
持
シ
帝
国
ノ
安
全

ヲ
将
来
ニ
保
障
ス
ル
ノ
必
要
ナ
ル
ヲ

念オ
モ

ヒ
又
常
ニ

韓
国
ガ
禍
乱
ノ
淵
源
タ
ル
ニ
顧
ミ

曩さ
き

ニ
朕
ノ
政
府

ヲ
シ
テ
韓
国
政
府
ト
協
定
セ
シ
メ
韓
国
ヲ
帝
国
ノ

保
護
ノ
下
ニ
置
キ
以
テ
禍
源
ヲ
杜
絶
シ
平
和
ヲ
確

保
セ
ム
コ
ト
ヲ
期
セ
リ
…
…
朕
ハ
韓
国
皇
帝
陛
下

ト

與ト
モ

ニ
此
ノ
事
態
ニ

鑑
カ
ン
ガ

ミ
韓
国
ヲ

挙ア
ゲ

テ
日
本

帝
国
ニ
併
合
シ
以
テ
時
勢
ノ
要
求
ニ
応
ズ
ル
ノ

已ヤ

ム
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
念
ヒ

茲こ
こ

ニ
永
久
ニ
韓
国

ヲ
帝
国
ニ
併
合
ス
ル
コ
ト
ト
ナ
セ
リ
…
…
御
名
御

璽
」 

 

こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
「
平
和
」
が
使
わ
れ
て
い

ま
す
。
自
分
（
天
皇
）
は
東
洋
の
平
和
と
大
日
本

帝
国
の
安
全
の
た
め
に
、
常
に
韓
国
が
禍
（
わ
ざ

わ
い
）
と
混
乱
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
顧

み
て
、
韓
国
を
日
本
の
も
の
に
し
、
そ
の
禍
と
混

乱
の
源
を
根
絶
す
る
、
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
詔

（
天
皇
が
臣
下
で
あ
る
国
民
に
下
す
言
葉
）
は
御

名
御
璽
に
よ
っ
て
権
威
を
持
ち
、
効
力
を
発
揮
す

る
の
で
す
。 

 

韓
国
・
朝
鮮
が
天
皇
の
名
に
よ
っ
て
日
本
に
併

合
さ
れ
、
天
皇
の
名
に
よ
っ
て
酷
い
支
配
を
受
け

た
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
一
九
二
五
年
、
ソ
ウ
ル
（
当
時
は
京
城
）
の

南
山
に
朝
鮮
神
宮
が
創
立
さ
れ
ま
し
た
。
天
皇
の

祖
先
と
さ
れ
る
天
照
大
神
と
、
実
際
に
そ
の
名
に

よ
っ
て
朝
鮮
を
併
合
し
た
明
治
天
皇
と
、
こ
の
二

つ
を
朝
鮮
神
宮
の
祭
神
と
し
、
や
が
て
そ
れ
を
朝

鮮
の
人
々
に
拝
む
よ
う
に
強
制
し
ま
し
た
。
「
一

面
一
社
」
と
言
っ
て
村
ご
と
に
一
つ
の
神
社
を
建

て
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
、
日
本
統
治
の
末
期
に

は
朝
鮮
全
体
に
千
に
及
ぶ
神
社
な
い
し
そ
れ
に
準

ず
る
も
の
が
建
て
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
の
全
体
を
統
括
す
る
の
が
朝
鮮
神
宮
で
し
た
。 

こ
こ
に
持
っ
て
い
る
の
は
「
朝
鮮
イ
エ
ス
教
長

老
会
総
会
会
議
録
」
で
す
。
当
時
の
も
の
の
復
刻

版
で
す
。
こ
れ
に
は
痛
ま
し
い
記
録
が
あ
り
ま
す
。

今
か
ら
七
〇
年
前
の
一
九
三
八
年
の
秋
、
朝
鮮
の

長
老
教
会
総
会
は
日
本
の
強
圧
に
よ
っ
て
神
社
参

拝
を
決
議
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
の
主

に
あ
る
兄
弟
姉
妹
は
こ
れ
に
よ
っ
て
民
族
の
誇
り

と
信
仰
的
良
心
を
傷
つ
け
ら
れ
ま
し
た
。
抵
抗
し

た
人
は
数
多
く
、
逮
捕
・
拷
問
の
末
お
よ
そ
五
〇

名
の
人
が
殉
教
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
に

触
れ
る
と
き
、
日
本
国
憲
法
の
も
と
に
あ
る
首
相

が
「
か
し
こ
く
も
御
名
御
璽
い
た
だ
き
」
と
言
う

の
が
ど
れ
ほ
ど
ひ
ど
い
こ
と
で
あ
る
か
を
思
わ
さ

れ
ま
す
。 

 

今
は
麻
生
新
首
相
の
所
信
表
明
に
関
し
て
、

「
主
権
在
民
」
が
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
た
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
重
大
な
問
題
が
あ
り

ま
す
。
麻
生
氏
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。 

「
申
し
上
げ
ま
す
。
日
本
は
、
強
く
あ
ら
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
強
い
日
本
と
は
、
難
局
に
臨
ん

で
動
じ
ず
、
む
し
ろ
こ
れ
を
好
機
と
し
て
、
一

層
の
飛
躍
を
成
し
遂
げ
る
国
で
あ
り
ま
す
。
」 

「
わ
た
し
は
、
日
本
国
と
日
本
国
民
の
安
寧
に

と
っ
て
、
日
米
同
盟
は
、
今
日
い
さ
さ
か
も
そ

の
重
要
性
を
失
わ
な
い
と
考
え
ま
す
。
事
が
国

家
・
世
界
の
安
全
保
障
に
関
わ
る
場
合
、
現
在

の
国
連
は
、
少
数
国
の
方
針
で
左
右
さ
れ
得
る
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な
ど
、
国
運
を
そ
の
ま
ま
ゆ
だ
ね
得
る
状
況
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
」 

 

つ
ま
り
国
連
よ
り
も
日
米
軍
事
同
盟
を
優
先

す
る
。
ア
メ
リ
カ
と
結
ん
で
い
っ
そ
う
の
軍
事

化
を
進
め
る
と
い
う
宣
言
で
す
。 

  

☆ 

  

二
．
日
本
国
憲
法
の
精
神─

─

三
つ
の
幹 

  

戦
争
と
植
民
地
支
配
、
自
由
の
抑
圧
の
悲
惨
な

経
験
か
ら
日
本
国
憲
法
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の

精
神
を
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。 

 

第
一
は
、
「
主
権
在
民
」
で
す
。
普
通
「
国
民

主
権
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
憲
法
の
英
語
文

を
見
る
と”people”

と
な
っ
て
い
て
「
人
々
」
「
人

民
」
な
の
で
す
。
こ
れ
を
「
国
民
」
と
限
定
す
る

と
こ
ろ
に
問
題
が
生
じ
ま
す
が
、
今
日
は
こ
れ
に

は
触
れ
ま
せ
ん
。
主
権
は
、
大
日
本
帝
国
の
天
皇

に
あ
る
の
で
は
な
く
、
わ
た
し
た
ち
に
あ
る
の
で

す
。 

 

第
二
は
、
「
戦
争
放
棄
」
「
絶
対
平
和
主
義
」

で
す
。 

 

第
三
は
、
「
基
本
的
人
権
の
保
障
」
で
す
。
こ

の
中
に
は
思
想
、
良
心
、
信
教
の
自
由
が
含
ま
れ

ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
憲
法
の
精
神
を
、
前
文
の
言
葉
を
用

い
て
、
い
ま
仮
に
一
つ
に
絞
っ
て
み
た
い
。
そ
れ

は
「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
」
、
平
和
的

生
存
権
（
あ
る
い
は
平
和
的
共
存
権
）
で
す
。
こ

れ
が
脅
か
さ
れ
、
奪
わ
れ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
の

が
今
の
状
況
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
「
日
本
国
憲
法 

前
文
」
を
確
か
め
て
み
ま
し

ょ
う
。 

「
日
本
国
民
は
、
正
当
に
選
挙
さ
れ
た
国
会
に
お

け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、
わ
れ
ら
と
わ
れ

ら
の
子
孫
の
た
め
に
、
諸
国
民
と
の
協
和
に
よ
る

成
果
と
、
わ
が
国
全
土
に
わ
た
つ
て
自
由
の
も
た

ら
す
恵
沢
を
確
保
し
、
政
府
の
行
為
に
よ
つ
て
再

び
戦
争
の
惨
禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
や
う
に
す

る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す

る
こ
と
を
宣
言
し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。
そ

も
そ
も
国
政
は
、
国
民
の
厳
粛
な
信
託
に
よ
る
も

の
で
あ
つ
て
、
そ
の
権
威
は
国
民
に
由
来
し
、
そ

の
権
力
は
国
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、
そ

の
福
利
は
国
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人

類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
か
か
る

原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に

反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔
勅
を
排
除
す

る
。 

 

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間

相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想
を
深
く
自

覚
す
る
の
で
あ
つ
て
、
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の

公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生

存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、
平

和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地

上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
国
際

社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と

思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し

く
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生

存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
」 

  

「
戦
争
の
惨
禍
を
再
び
繰
り
返
さ
な
い
」
と
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い
う
決
意
が
こ
こ
に
は
こ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
、
恐
怖
と
欠
乏
の
苦

い
経
験
か
ら
、
「
主
権
在
民
」
「
戦
争
放
棄
・
絶

対
平
和
」
「
基
本
的
人
権
の
保
障
」
が
こ
の
憲
法

で
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
が
脅
か
さ

れ
、
奪
わ
れ
つ
つ
あ
る
の
が
、
今
日
の
状
況
で
す
。 

 

三
．
ル
カ
福
音
書
に
お
け
る
平
和
の
使
信 

 

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
憲
法
の
精
神
と
聖
書

の
福
音
が
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
、

と
い
う
の
が
今
日
の
主
題
で
す
。
聖
書
全
体
に

わ
た
っ
て
お
話
し
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
に
絞
り
た
い
と
思
い

ま
す
。
今
週
の
土
曜
日
、
一
〇
月
一
八
日
は
福

音
記
者
聖
ル
カ
日
で
す
。 

 

（
一
）
ザ
カ
リ
ア
の
歌 

─
─

洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生 

 

ル
カ
福
音
書
に
最
初
に
「
平
和
」
が
出
て
来
る

の
は
、
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
誕
生
物
語
で
す
。
祭
司

ザ
カ
リ
ア
は
天
使
に
よ
っ
て
口
を
封
じ
ら
れ
て
い

た
の
で
す
が
、
子
ど
も
が
生
ま
れ
、
天
使
に
告
げ

ら
れ
た
と
お
り
に
「
こ
の
子
の
名
は
ヨ
ハ
ネ
」
と

板
に
書
い
た
と
き
、
口
が
開
き
、
舌
が
ほ
ど
け
、

神
を
賛
美
し
て
言
い
ま
し
た
。
祈
祷
書
の
「
朝
の

礼
拝
」
で
も
用
い
ら
れ
る
「
ザ
カ
リ
ヤ
の
賛
歌
」

の
終
わ
り
の
ほ
う
で
す
。 

「
幼
子
よ
、
お
前
は
い
と
高
き
方
の
預
言
者
と
呼

ば
れ
る
。 

主
に
先
立
っ
て
行
き
、
そ
の
道
を
整
え
、 

主
の
民
に
罪
の
赦
し
に
よ
る
救
い
を 

知
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。 

こ
れ
は
我
ら
の
神
の
憐
れ
み
の
心
に
よ
る
。
こ
の

憐
れ
み
に
よ
っ
て
、 

高
い
所
か
ら
あ
け
ぼ
の
の
光
が
我
ら
を
訪
れ
、 

暗
闇
と
死
の
陰
に
座
し
て
い
る
者
た
ち
を
照
ら
し
、

我
ら
の
歩
み
を
平
和
の
道
に
導
く
。
」
ル
カ
一
・

七
六─

七
九 

 

幼
子
は
救
い
主
の
た
め
に
道
を
整
え
る
者
と

な
る
。
神
は
こ
の
世
界
と
人
へ
の
愛
の
ゆ
え
に

こ
の
地
上
の
現
実
を
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
神
の
憐
れ
み
は
溢
れ
、
光
と
な
っ
て
暗
闇

と
死
の
陰
に
苦
し
む
者
を
照
ら
し
、
「
我
ら
の

歩
み
を
平
和
の
道
に
導
く
」
。
救
い
主
の
到
来

の
意
味
と
目
的
は
わ
た
し
た
ち
を
平
和
の
道
に

導
く
こ
と
な
の
で
す
。 

（
二
）
降
誕
、
天
使
の
合
唱 

 

ル
カ
福
音
書
で
二
番
目
に
「
平
和
」
が
出
て
来

る
の
は
ク
リ
ス
マ
ス
物
語
で
す
。
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
近

郊
の
羊
飼
い
た
ち
が
、
夜
、
羊
の
群
れ
の
番
を
し

て
い
ま
し
た
。
主
の
天
使
が
近
づ
き
、
主
の
栄
光

が
周
り
を
照
ら
し
た
の
で
、
彼
ら
は
非
常
に
恐
れ

ま
す
。
天
使
は
言
い
ま
す
。 

「
『
恐
れ
る
な
。
わ
た
し
は
、
民
全
体
に
与
え
ら

れ
る
大
き
な
喜
び
を
告
げ
る
。 

今
日
ダ
ビ
デ
の
町

で
、
あ
な
た
が
た
の
た
め
に
救
い
主
が
お
生
ま
れ

に
な
っ
た
。
こ
の
方
こ
そ
主
メ
シ
ア
で
あ
る
。
あ

な
た
が
た
は
、
布
に
く
る
ま
っ
て
飼
い
葉
桶
の
中

に
寝
て
い
る
乳
飲
み
子
を
見
つ
け
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
あ
な
た
が
た
へ
の
し
る
し
で
あ
る
。
』
す

る
と
、
突
然
、
こ
の
天
使
に
天
の
大
軍
が
加
わ
り
、

神
を
賛
美
し
て
言
っ
た
。 

『
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
は
栄
光
、
神
に
あ
れ
、 

地
に
は
平
和
、
御
心
に
適
う
人
に
あ
れ
。
』
」
二

・
一
〇─

一
四 

 

「
地
に
は
平
和
」
。
天
使
の
合
唱
は
、
平
和
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を
奪
わ
れ
、
脅
か
さ
れ
て
い
る
人
々
の
願
い
を

代
表
し
て
い
ま
す
。
救
い
主
の
降
誕
は
、
地
上

に
平
和
を
も
た
ら
そ
う
と
さ
れ
る
神
の
意
志
の

実
現
の
開
始
な
の
で
す
。 

   
 

 
☆
 

  

（
三
）
福
音
の
宣
言─

─

ナ
ザ
レ
で
の
礼
拝 

 

そ
れ
か
ら
三
〇
年
が
過
ぎ
、
イ
エ
ス
は
公
に
活

動
を
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る
と
き
故
郷
ナ
ザ
レ

に
来
て
、
安
息
日
の
会
堂
礼
拝
に
参
加
さ
れ
ま
し

た
。
聖
書
の
朗
読
し
よ
う
と
し
て
立
た
れ
、
預
言

者
イ
ザ
ヤ
の
巻
物
を
開
く
と
、
こ
う
書
い
て
あ
る

箇
所
が
目
に
留
ま
っ
た
の
で
そ
こ
を
読
ま
れ
ま
し

た
。 

「
主
の
霊
が
わ
た
し
の
上
に
お
ら
れ
る
。 

貧
し
い
人
に
福
音
を
告
げ
知
ら
せ
る
た
め
に
、 

主
が
わ
た
し
に
油
を
注
が
れ
た
か
ら
で
あ
る
。 

主
が
わ
た
し
を
遣
わ
さ
れ
た
の
は
、 

捕
ら
わ
れ
て
い
る
人
に
解
放
を
、 

目
の
見
え
な
い
人
に
視
力
の
回
復
を
告
げ
、 

圧
迫
さ
れ
て
い
る
人
を
自
由
に
し
、 

主
の
恵
み
の
年
を
告
げ
る
た
め
で
あ
る
。
」
四
・

一
八─

一
九 

 

こ
こ
に
は
「
平
和
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
来
ま

せ
ん
が
、
「
解
放
」
「
回
復
」
「
自
由
」
が
語
ら

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
と
平
和
と
は
一
体
で
あ
っ

て
、
憲
法
の
精
神
と
通
じ
て
い
ま
す
。 

 

聖
書
を
朗
読
し
た
後
、
イ
エ
ス
は
イ
ザ
ヤ
の
巻

物
を
係
の
人
に
返
し
て
座
ら
れ
る
の
で
す
が
、
そ

の
朗
読
を
と
お
し
て
聖
書
の
言
葉
が
会
堂
に
集
ま

っ
て
い
る
人
々
の
心
に
強
く
響
い
た
た
め
、
何
か

を
語
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
人
々
の
目
が

イ
エ
ス
に
注
が
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
イ
エ
ス
は
話

し
始
め
ら
れ
ま
し
た
。 

「
こ
の
聖
書
の
言
葉
は
、
今
日
、
あ
な
た
が
た
が

耳
に
し
た
と
き
、
実
現
し
た
。
」
四
・
二
一 

福
音
の
宣
言
で
す
。
抑
圧
か
ら
の
解
放
と
自
由

─
─

こ
れ
が
イ
エ
ス
の
存
在
と
と
も
に
、
そ
の
言

葉
と
と
も
に
、
い
ま
実
現
し
始
め
た
。
こ
の
た
め

に
こ
そ
イ
エ
ス
は
来
ら
れ
た
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
朗
読
さ
れ
た
の
は
イ
ザ
ヤ

書
六
一
・
一─

二
で
す
。
か
つ
て
預
言
者
を
と
お

し
て
語
ら
れ
た
こ
と
が
、
い
ま
イ
エ
ス
に
よ
っ
て

現
実
と
な
る
。
イ
ザ
ヤ
書
と
ル
カ
福
音
書
を
読
み

比
べ
る
と
少
し
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

イ
ザ
ヤ
書
の
方
を
途
中
か
ら
読
ん
で
み
ま
す
。 

「
主
が
恵
み
を
お
与
え
に
な
る
年 

わ
た
し
た
ち
の
神
が
報
復
さ
れ
る
日
を
告
知
し
て

嘆
い
て
い
る
人
々
を
慰
め 

シ
オ
ン
の
ゆ
え
に
嘆
い
て
い
る
人
々
に 

灰
に
代
え
て
冠
を
か
ぶ
ら
せ 

嘆
き
に
代
え
て
喜
び
の
香
油
を 

暗
い
心
に
代
え
て
賛
美
の
衣
を
ま
と
わ
せ
る
た
め

に
。 

彼
ら
は
主
が
輝
き
を
現
す
た
め
に
植
え
ら
れ
た 

正
義
の
樫
の
木
と
呼
ば
れ
る
。 

彼
ら
は
と
こ
し
え
の
廃
虚
を
建
て
直
し 

古
い
荒
廃
の
跡
を
興
す
。 

廃
虚
の
町
々
、
代
々
の
荒
廃
の
跡
を
新
し
く
す

る
。
」
六
一
・
二─

四 

 

二
、
三
節
に
「
嘆
い
て
い
る
人
々
」
が
二
回
出

て
来
ま
す
。
嘆
い
て
い
る
人
々
を
こ
そ
、
神
が
目
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に
留
め
ら
れ
る
。
慰
め
と
賛
美
を
与
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

「
彼
ら
は
主
が
輝
き
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
植
え
ら

れ
た
正
義
の
樫
の
木
と
呼
ば
れ
る
。
」 

 

嘆
い
て
い
る
人
々
こ
そ
、
主
な
る
神
の
輝
き
を

あ
ら
わ
す
存
在
。
そ
の
た
め
に
植
え
ら
れ
た
正
義

の
樫
の
木
。
し
っ
か
り
と
立
っ
て
主
の
正
義
を
あ

ら
わ
し
、
荒
廃
し
た
世
界
を
復
興
さ
せ
る
主
体
と

な
る
、
と
い
う
の
で
す
。 

 

（
四
）
エ
ル
サ
レ
ム
入
城 

 

そ
れ
か
ら
お
よ
そ
三
年
が
過
ぎ
、
イ
エ
ス
の
生

涯
は
終
わ
り
に
近
づ
き
ま
す
。
イ
エ
ス
は
そ
こ
で

最
期
を
迎
え
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
エ
ル
サ
レ
ム
に

近
づ
か
れ
ま
す
。 

「
イ
エ
ス
が
オ
リ─

ブ
山
の
下
り
坂
に
さ
し
か
か

ら
れ
た
と
き
、
弟
子
の
群
れ
は
こ
ぞ
っ
て
、
自
分

の
見
た
あ
ら
ゆ
る
奇
跡
の
こ
と
で
喜
び
、
声
高
ら

か
に
神
を
賛
美
し
始
め
た
。 

『
主
の
名
に
よ
っ
て
来
ら
れ
る
方
、
王
に
、 

祝
福
が
あ
る
よ
う
に
。 

天
に
は
平
和
、 

い
と
高
き
と
こ
ろ
に
は
栄
光
。
』
」
一
九
・
三
七

─

三
八 

 

あ
の
降
誕
の
と
き
、
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
郊
外
に
響
い

た
天
使
の
合
唱
が
こ
こ
に
こ
だ
ま
し
て
い
ま
す
。

た
だ
、
微
妙
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。
あ
の
と
き
は

「
い
と
高
き
と
こ
ろ
に
は
栄
光
、
神
に
あ
れ
、 

地
に
は
平
和
、
御
心
に
適
う
人
に
あ
れ
」
で
あ
っ

た
の
が
、
こ
こ
で
は
「
天
に
は
平
和
」
と
歌
わ
れ

て
い
ま
す
。 

ル
カ
か
ら
離
れ
ま
す
が
、
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
に

は
天
に
お
け
る
天
使
と
悪
魔
の
戦
い
が
描
か
れ
て

い
る
箇
所
が
あ
り
ま
す
。 

「
さ
て
、
天
で
戦
い
が
起
こ
っ
た
。
ミ
カ
エ
ル
と

そ
の
使
い
た
ち
が
、
竜
に
戦
い
を
挑
ん
だ
の
で
あ

る
。
竜
と
そ
の
使
い
た
ち
も
応
戦
し
た
が
、
勝
て

な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
も
は
や
天
に
は
彼
ら
の
居

場
所
が
な
く
な
っ
た
。
こ
の
巨
大
な
竜
、
年
を
経

た
蛇
、
悪
魔
と
か
サ
タ
ン
と
か
呼
ば
れ
る
も
の
、

全
人
類
を
惑
わ
す
者
は
、
投
げ
落
と
さ
れ
た
。
地

上
に
投
げ
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
使
い
た

ち
も
、
も
ろ
と
も
に
投
げ
落
と
さ
れ
た
。
」
一
二

・
七─

九 

 

天
か
ら
は
悪
の
力
が
突
き
落
と
さ
れ
た
。
天
に

は
す
で
に
実
現
し
て
い
る
平
和
が
、
イ
エ
ス
と
と

も
に
こ
こ
、
地
上
に
も
実
現
す
る
よ
う
に─

─

そ

の
願
い
が
「
天
に
は
平
和
、
い
と
高
き
と
こ
ろ
に

は
栄
光
」
と
い
う
賛
美
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
、
ま
だ
天
で
は
戦
い
が
続
い
て
い
る
こ

と
を
感
じ
、
天
に
平
和
が
実
現
す
る
こ
と
を
文
字

ど
お
り
祈
り
求
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

天
の
平
和
が
地
上
の
平
和
を
も
た
ら
す
。
い
ず
れ

に
せ
よ
、
イ
エ
ス
の
エ
ル
サ
レ
ム
入
城
に
際
し
て
、

平
和
の
実
現
が
祈
ら
れ
、
歌
わ
れ
た
。
今
が
そ
の

時
な
の
で
す
。 

 

ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
は
ロ─

マ
帝
国
の
キ
リ
ス
ト

教
迫
害
の
も
と
で
書
か
れ
た
一
種
の
秘
密
文
書
で

す
。
ロ─

マ
皇
帝
は
自
ら
が
神
で
あ
る
と
称
し
、

帝
国
は
皇
帝
を
礼
拝
す
る
こ
と
を
強
制
し
ま
し
た
。

国
家
権
力
は
悪
魔
的
力
を
振
る
い
、
真
実
に
生
き

よ
う
と
す
る
人
々
を
迫
害
し
て
い
る
。
し
か
し
必

ず
悪
の
勢
力
は
天
か
ら
投
げ
落
と
さ
れ
、
滅
ぼ
さ

れ
る
。
最
後
は
神
の
正
義
と
平
和
が
世
界
を
覆
い
、

人
の
目
か
ら
涙
が
ぬ
ぐ
わ
れ
る
。 

 

日
の
丸
、
君
が
代
の
強
制
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
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る
方
々
の
こ
と
を
思
う
と
き
、
聖
書
は
そ
の
大
き

な
味
方
と
し
て
呼
び
か
け
て
き
ま
す
。 

   
 

 
☆
 

   

ル
カ
福
音
書
に
戻
っ
て
先
ほ
ど
の
続
き
を
読
み

ま
し
ょ
う
。 

「
『
天
に
は
平
和
、 

い
と
高
き
と
こ
ろ
に
は
栄
光
。
』 

す
る
と
、
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
あ
る
人
々
が
、
群
衆

の
中
か
ら
イ
エ
ス
に
向
か
っ
て
、
『
先
生
、
お
弟

子
た
ち
を
叱
っ
て
く
だ
さ
い
』
と
言
っ
た
。
イ
エ

ス
は
お
答
え
に
な
っ
た
。
『
言
っ
て
お
く
が
、
も

し
こ
の
人
た
ち
が
黙
れ

ば
、
石
が
叫
び
だ

す
。
』
」
一
九
・
三
八─

四
〇 

 

平
和
を
求
め
る
祈
り
と
賛
美
を
沈
黙
さ
せ
る
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
た
の
で
す
。 

 

そ
の
後
、
イ
エ
ス
は
泣
か
れ
ま
す
。 

「
エ
ル
サ
レ
ム
に
近
づ
き
、
都
が
見
え
た
と
き
、

イ
エ
ス
は
そ
の
都
の
た
め
に
泣
い
て
、
言
わ
れ
た
。

『
も
し
こ
の
日
に
、
お
前
も
平
和
へ
の
道
を
わ
き

ま
え
て
い
た
な
ら
…
…
。
し
か
し
今
は
、
そ
れ
が

お
前
に
は
見
え
な
い
。
や
が
て
時
が
来
て
、
敵
が

周
り
に
堡
塁
を
築
き
、
お
前
を
取
り
巻
い
て
四
方

か
ら
攻
め
寄
せ
、
お
前
と
そ
こ
に
い
る
お
前
の
子

ら
を
地
に
た
た
き
つ
け
、
お
前
の
中
の
石
を
残
ら

ず
崩
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
神
の
訪
れ

て
く
だ
さ
る
時
を
わ
き
ま
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
』
」
一
九
・
四
一─

四
四 

 

「
も
し
こ
の
日
に
、
お
前
も
平
和
へ
の
道
を
わ

き
ま
え
て
い
た
な
ら
…
…
」
。
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の

誕
生
に
際
し
て
父
ザ
カ
リ
ア
が
歌
っ
た
「
平
和
の

道
」
が
、
今
は
イ
エ
ス
の
口
か
ら
嘆
き
と
涙
と
と

も
に
語
ら
れ
ま
す
。
平
和
へ
の
道
を
確
立
す
る
こ

と
が
イ
エ
ス
の
悲
願
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
神
の

訪
れ
て
く
だ
さ
る
時
」
を
わ
き
ま
え
な
い
た
め
に
、

世
界
は
戦
争
と
破
壊
に
向
か
っ
て
突
き
進
ん
で
い

る
。
イ
エ
ス
は
そ
れ
を
予
見
し
て
泣
か
れ
た
の
で

し
た
。
今
の
日
本
の
こ
の
現
実
を
前
に
し
て
イ
エ

ス
は
泣
か
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

し
か
し
ル
カ
福
音
書
は
こ
れ
で
終
わ
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（
五
）
復
活 

 

イ
エ
ス
の
十
字
架
の
死
か
ら
三
日
目
の
日
曜
日

の
午
後
、
ふ
た
り
の
弟
子
が
エ
ル
サ
レ
ム
を
脱
出

し
て
エ
マ
オ
の
村
目
指
し
て
歩
い
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
見
知
ら
ぬ
人
が
道
連
れ
と
な
り
ま
し
た
。

話
し
な
が
ら
何
時
間
も
か
か
っ
て
山
道
を
下
っ
て

い
き
ま
す
。
夕
暮
れ
に
な
っ
て
エ
マ
オ
に
到
着
。

弟
子
た
ち
は
そ
の
人
を
家
に
迎
え
入
れ
ま
し
た
。

夕
食
の
席
で
そ
の
人
が
パ
ン
を
取
り
、
祝
福
し
て

そ
れ
を
裂
い
た
と
き
、
弟
子
た
ち
は
そ
れ
が
イ
エ

ス
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
し
た
。
疲
れ
て
い
る
は
ず

な
の
に
二
人
は
す
ぐ
に
家
を
出
発
し
て
、
先
ほ
ど

来
た
山
道
を
何
時
間
も
か
か
っ
て
引
き
返
し
、
エ

ル
サ
レ
ム
の
仲
間
を
訪
ね
ま
す
。
道
で
あ
っ
た
こ

と
、
パ
ン
を
裂
い
て
く
だ
さ
っ
た
と
き
に
イ
エ
ス

と
わ
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
話
し
て
い
た
と
き
…
… 

「
こ
う
い
う
こ
と
を
話
し
て
い
る
と
、
イ
エ
ス
御

自
身
が
彼
ら
の
真
ん
中
に
立
ち
、
『
あ
な
た
が
た

に
平
和
が
あ
る
よ
う
に
』
と
言
わ
れ
た
。
」
ル
カ

二
四
・
三
六 

 

イ
エ
ス
が
平
和
を
呼
び
か
け
ら
れ
ま
す
。
平
和
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の
呼
び
か
け
は
弟
子
た
ち
の
中
に
平
和
を
も
た
ら

し
ま
す
。 

 

そ
の
誕
生
の
前
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
を
平
和
の

道
に
導
く
方
と
し
て
歌
わ
れ
た
救
い
主
イ
エ
ス
は
、

平
和
の
道
の
実
現
の
た
め
に
い
の
ち
を
さ
さ
げ
、

復
活
し
て
平
和
を
呼
び
か
け
ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
ル
カ
福
音
書
は
、
平
和
の
主
イ
エ
ス
・
キ
リ

ス
ト
を
最
初
か
ら
最
後
ま
で
指
し
示
し
て
い
る
の

で
す
。 

 

四
．
お
わ
り
に─

─
 

聖
書
と
憲
法
に
通
底
す
る 

平
和
へ
の
決
意
と
情
熱 

  

ザ
カ
リ
ア
は
「
神
の
憐
れ
み
の
心
」
（
ル
カ
一

・
七
八
）
と
歌
い
ま
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
神
の

憐
れ
み
は
溢
れ
出
て
、
わ
た
し
た
ち
を
平
和
の
道

に
導
こ
う
と
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
こ
に
神
の
情
熱

と
決
意
が
あ
り
ま
す
。
神
の
情
熱
と
決
意
は
そ
れ

に
触
れ
る
わ
た
し
た
ち
に
の
中
に
も
情
熱
と
決
意

を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、

聖
霊
は
わ
た
し
た
ち
の
主
体
性
を
喚
起
す
る
の
で

す
。 

 

先
ほ
ど
憲
法
の
語
る
と
お
り
わ
た
し
た
ち
が
主

権
者
で
あ
る
と
言
い
ま
し
た
。
あ
の
エ
マ
オ
の
弟

子
た
ち
は
、
復
活
の
イ
エ
ス
に
出
会
っ
て
、
再
び

長
い
山
道
を
歩
い
て
危
険
な
エ
ル
サ
レ
ム
に
戻
り
、

経
験
と
思
い
を
分
か
ち
合
い
ま
し
た
。
復
活
の
主

に
よ
っ
て
主
体
的
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
、
励
ま
さ
れ

た
信
仰
者
の
姿
で
す
。
憲
法
の
精
神
を
実
現
す
る

の
は
、
主
権
者
、
平
和
実
現
の
担
い
手
と
し
て
の

わ
た
し
た
ち
、
主
体
性
を
呼
び
覚
ま
さ
れ
た
わ
た

し
た
ち
な
の
で
す
。 

 

主
権
、
平
和
、
基
本
的
人
権
の
中
身
で
あ
る
自

由
。
ル
カ
福
音
書
を
と
お
し
て
見
た
よ
う
に
、
憲

法
の
三
つ
の
根
幹
は
、
聖
書
の
福
音
の
中
核
を
な

し
て
い
ま
す
。 

  

イ
ザ
ヤ
書
か
ら
ク
リ
ス
マ
ス
に
関
係
す
る
箇
所

の
ひ
と
つ
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。 

「
ひ
と
り
の
み
ど
り
ご
が
わ
た
し
た
ち
の
た
め
に

生
ま
れ
た
。 

ひ
と
り
の
男
の
子
が
わ
た
し
た
ち
に
与
え
ら
れ
た
。

権
威
が
彼
の
肩
に
あ
る
。 

そ
の
名
は
、 

『
驚
く
べ
き
指
導
者
、
力
あ
る
神 

永
遠
の
父
、
平
和
の
君
』
と
唱
え
ら
れ
る
。 

ダ
ビ
デ
の
王
座
と
そ
の
王
国
に
権
威
は
増
し 

平
和
は
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。 

王
国
は
正
義
と
恵
み
の
業
に
よ
っ
て 

今
も
そ
し
て
と
こ
し
え
に､

立
て
ら
れ
支
え
ら
れ
る
。 

万
軍
の
主
の
熱
意
が
こ
れ
を
成
し
遂
げ
る
。
」
九

・
五─

六 

 

平
和
の
君
、
救
い
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
地

上
に
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
主
の
熱
心
が
わ
た
し
た

ち
の
う
ち
に
働
い
て
、
わ
た
し
た
ち
を
平
和
の
実

現
の
た
め
に
熱
心
に
祈
り
働
く
者
と
し
て
く
だ
さ

い
ま
す
よ
う
に
。 

○
こ
の
講
演
は
「
聖
公
会
新
聞
」
に
も
連
載
さ
れ

ま
し
た
。 

○
「
ア
リ
エ
ル
」
は
一
九
八
六
年
二
月
に
創
刊
し

た
も
の
で
、
題
名
は
イ
ザ
ヤ
書
二
九
・
二
に
よ

っ
て
い
ま
す
。 

『
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ル
』
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六
九
号 

二
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〇
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月
二
日
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