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本
書
は
、
「
近
代
世
界
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
と
社
会
（
○
酵
翼
貯
凱
受

き
α
ω
o
鼠
Φ
曙
ヨ
昏
①
銀
。
締
H
⇒
芝
o
H
凱
）
」
シ
リ
ー
ズ
の
一
環
と
し
て
こ
〇

〇
五
年
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
同
シ
リ
ー
ズ
は
、
主
幹
マ
ク
レ
オ
ド

に
よ
る
『
大
都
市
晴
代
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
宗
教
』
な
ど
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
近
代
以
降
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
の
推
移
を
社
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

多
様
な
角
度
か
ら
考
察
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
本
書
咽
神
と
英

軍
兵
士
』
で
扱
わ
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
「
現
代
戦
争
と
世
俗
化
の
関
係
」
で

あ
り
、
具
体
的
に
は
イ
ギ
リ
ス
現
代
史
に
お
け
る
安
易
な
世
俗
化
論
に
疑
問

を
呈
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
は
自
身
の
祖
父
の
経
験
を
手
が
か
り

に
、
両
大
戦
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
軍
兵
士
の
精
神
状
況
は
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば

主
張
さ
れ
て
き
た
程
に
は
世
俗
的
で
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題

意
識
か
ら
議
論
を
始
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
世
俗
化
論
の
再
検
討

に
あ
た
っ
て
軍
隊
に
注
目
し
た
が
、
二
〇
世
紀
前
半
の
両
大
戦
は
様
々
な
点

に
お
い
て
現
代
社
会
を
切
り
開
く
契
機
と
な
っ
た
こ
と
、
ま
た
総
力
戦
と
な

っ
た
両
大
戦
で
は
軍
隊
が
職
業
心
入
に
限
ら
ず
多
く
の
～
般
国
民
に
よ
っ
て

も
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
現
代
史
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
役
割

を
考
察
す
る
上
で
、
両
大
戦
と
世
俗
化
の
関
係
を
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
本
書
の
意
図
は
要
点
を
衝
い
て
い
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

本
書
の
構
成
お
よ
び
概
要
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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序
章
に
お
い
て
著
者
は
関
連
研
究
史
に
お
け
る
本
書
の
位
置
づ
け
を
説
明

し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
彼
は
ま
ず
「
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
啓
蒙
主
義
と
産
業
革

命
の
結
果
と
し
て
世
俗
化
さ
れ
た
」
と
い
う
従
来
の
世
俗
化
論
に
疑
問
を
投

げ
か
け
て
い
る
。
著
者
が
特
に
疑
う
の
は
、
ウ
ィ
ッ
カ
ム
に
代
表
さ
れ
る
よ

う
な
、
浄
書
戦
が
キ
リ
ス
ト
教
会
に
破
壊
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い

う
言
説
で
あ
る
。
著
着
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
前
半
の
サ
ザ
ー
ク

地
区
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
根
強
い
影
響
力
を
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

リ
ー
の
立
場
か
ら
明
ら
か
に
し
た
ウ
イ
リ
ア
ム
ズ
の
研
究
や
、
よ
り
広
い
観

点
か
ら
イ
ギ
リ
ス
の
世
俗
化
の
過
程
を
検
証
し
一
九
六
〇
年
代
ま
で
イ
ギ
リ

ス
は
確
か
に
「
キ
リ
ス
ト
教
国
」
で
あ
っ
た
と
主
張
す
る
ブ
ラ
ウ
ン
の
研
究
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評書

　
　
　
④

を
評
価
し
、
こ
の
「
修
正
主
義
的
研
究
」
も
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
イ
ギ
リ

ス
現
代
史
に
お
け
る
世
俗
化
論
に
新
た
な
一
石
を
投
じ
る
も
の
と
し
て
本
書

を
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
軍
隊
と
宗
教
の
問
題
に
関
し
て
、
従
来
は
軍

事
史
と
教
会
史
が
別
々
に
扱
わ
れ
て
き
た
た
め
に
研
究
の
空
白
が
生
じ
て
い

た
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
、
両
者
を
つ
な
ぐ
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
や
市
民
的
宗

教
団
体
の
活
動
と
役
割
に
注
目
し
、
よ
り
広
い
視
野
か
ら
軍
隊
と
宗
教
の
問

題
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
俗
化
論
を
見
直
そ
う
と
い
う
の
が
本
書
の
趣

旨
で
あ
る
。

　
第
一
章
「
拡
散
的
キ
リ
ス
ト
教
と
兵
士
の
宗
教
」
で
は
、
両
大
戦
期
の
兵

士
の
間
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
が
必
ず
し
も
影
響
力
を
喪
失
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
門
拡
散
的
キ
リ
ス
ト
教
（
O
漆
諺
ぞ
①
○
ご
陣
ω
ユ
p
亭

軸
受
と
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
て
検
証
し
て
い
る
。
確
か
に
～
八
五
一

年
に
実
施
さ
れ
た
国
民
調
査
は
、
キ
リ
ス
ト
教
会
員
が
国
民
の
半
数
に
も
満

た
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
教
会
関
係
者
に
大
き
な
驚
き
と
失
望
を

与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
数
字
上
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
の
低
下

は
、
そ
の
後
の
調
査
に
よ
っ
て
も
明
確
に
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
著
者
は
こ

の
統
計
上
の
結
果
に
も
関
わ
ら
ず
、
イ
ギ
リ
ス
社
会
が
一
貫
し
て
「
キ
リ
ス

ト
教
的
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
注
目
す
る
。
キ
リ
ス
ト
教
関
連
の
出
版

物
は
二
〇
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
も
依
然
と
し
て
高
い
発
行
部
数
を
誇
っ
て
い

た
し
、
～
九
二
二
年
以
降
放
送
を
開
始
し
た
B
B
C
も
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳

の
維
持
を
そ
の
中
心
的
課
題
と
し
て
い
た
。
「
結
局
、
一
九
一
四
年
か
ら
四

五
年
ま
で
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
宗
教
情
勢
は
多
様
か
つ
複
雑
で
あ
り
、
へ

概
に
衰
退
と
は
言
え
な
い
」
の
で
あ
る
。
著
者
は
教
会
出
席
者
数
で
は
な
く

「
拡
散
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
言
い
得
る
も
の
に
注
目
す
る
が
、
こ
れ
は
「
倫

理
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
非
教
義
的
な
キ
リ
ス
ト
教
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
文
化
的
」
な
キ
リ
ス
ト
教
は
、
エ
リ
ー
ト
に
あ
っ
て
は
教
育
や
司
法

の
根
幹
原
理
と
し
て
社
会
生
活
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
労

働
者
階
級
に
あ
っ
て
は
暗
黙
か
つ
自
明
の
道
徳
規
範
と
し
て
影
響
力
を
保
持

し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
は
大
戦
中
の
兵
士
に
と
っ
て
も
同

様
で
あ
り
、
～
見
異
教
的
な
「
お
守
り
」
や
「
占
い
」
と
い
っ
た
も
の
も
、

キ
リ
ス
ト
教
文
化
と
い
う
大
枠
の
申
で
共
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
教
会
と

国
民
と
の
関
係
、
教
会
へ
行
く
者
と
行
か
な
い
者
と
の
紐
帯
は
二
〇
世
紀
に

至
っ
て
も
確
か
に
存
在
し
て
お
り
、
「
拡
散
的
キ
リ
ス
ト
教
が
イ
ギ
リ
ス
の

宗
教
風
景
の
主
要
な
性
格
と
し
て
残
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
は
過
小
評
価
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
「
神
と
軍
司
令
官
た
ち
』
に
お
い
て
は
、
両
大
戦
当
時
の
軍
司
令

官
の
キ
リ
ス
ト
教
理
解
と
そ
の
軍
隊
へ
の
影
響
に
触
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で

の
多
く
の
研
究
で
は
、
軍
司
令
官
の
宗
教
性
は
良
く
も
悪
く
も
極
端
に
敬
慶

な
人
物
像
の
中
で
語
ら
れ
て
き
た
。
著
者
は
彼
ら
の
宗
教
を
特
異
な
パ
ー
ソ

ナ
リ
テ
ィ
に
帰
す
こ
と
は
、
当
時
の
軍
隊
内
に
広
範
に
存
在
し
た
「
実
践
的
、

愛
国
的
で
か
つ
神
学
的
に
は
単
純
な
信
仰
」
を
見
失
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と

批
判
す
る
。
著
者
は
、
大
戦
期
軍
司
令
宮
と
な
っ
た
人
物
の
出
身
階
層
と
と

も
に
、
彼
ら
が
成
長
し
た
時
代
に
注
目
す
る
。
第
一
次
大
戦
は
勿
論
、
第
二

次
大
戦
に
お
い
て
も
軍
司
令
富
は
、
教
会
へ
の
出
席
や
聖
書
の
知
識
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
常
識
で
あ
っ
た
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
上
流
か
ら
中
流
階
級

の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
著
者
は
旦
ハ
体
的
に
は
、
第
｝
次
大
戦
時
の
イ
ギ
リ
ス

遠
征
軍
（
B
E
F
）
司
令
官
ヘ
イ
グ
（
u
o
蹟
一
器
類
鉱
σ
Q
）
と
第
二
次
大
戦

の
英
雄
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
（
b
d
①
諺
鋤
置
鼠
○
馨
α
q
o
ヨ
Φ
蔓
）
に
注
目
し
て
い
る

が
、
彼
ら
は
共
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
家
庭
に
育
っ
た
軍
人
で
あ
り
、
士
気
と

規
律
の
源
泉
と
し
て
軍
隊
に
お
け
る
宗
教
の
役
割
を
非
常
に
重
視
し
て
い
た
。
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こ
の
よ
う
な
背
景
は
ヘ
イ
グ
や
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
に
限
ら
ず
、
多
く
の
軍
司

令
富
に
と
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
申
・
上
流
階
級
の
家
庭
で
植
え
付
け
ら

れ
た
キ
リ
ス
ト
教
文
化
は
、
多
く
の
軍
人
が
進
ん
だ
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ス
ク
ー

ル
お
よ
び
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
の
軍
隊
内
の
エ
ー
ト
ス
に
よ
っ
て
再
強
化
さ

れ
た
。
そ
の
彼
ら
が
第
～
次
・
第
二
次
大
戦
の
際
に
軍
の
責
任
者
と
な
っ
た

時
、
自
ら
の
経
歴
を
振
り
返
り
拠
り
頼
む
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

思
想
お
よ
び
習
慣
は
両
大
戦
期
の
軍
隊
内
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
維

持
と
再
強
化
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
「
軍
隊
指
揮
と
聖
職
者
」
で
は
両
大
戦
に
お
け
る
従
軍
チ
ャ
プ
レ

ン
の
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が
、
こ
の
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
の
役
割
を

描
き
出
す
こ
と
は
本
書
に
お
け
る
著
者
の
主
目
的
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
著
者

は
、
両
大
戦
に
お
け
る
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
の
性
格
と
役
割
は
こ
れ
ま
で
誤
解

さ
れ
て
き
た
と
言
う
。
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
お
よ
び
国
教
会
の
チ
ャ
プ
レ

ン
に
関
し
て
は
戦
上
期
に
流
行
し
た
小
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
誇
張
さ
れ
た

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
（
た
と
え
ば
好
戦
的
で
勇
敢
な
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

チ
ャ
プ
レ
ン
と
無
能
な
国
教
会
の
チ
ャ
プ
レ
ン
）
が
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、

非
国
教
会
の
チ
ャ
プ
レ
ン
に
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
た
、

多
く
の
研
究
は
教
会
の
サ
ー
ク
ル
内
で
行
わ
れ
て
き
た
た
め
に
、
反
戦
主
義

的
立
場
か
ら
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
の
活
動
の
重
要
性
が
意
図
的
に
無
視
さ
れ
、

軍
隊
や
一
般
社
会
の
中
で
の
位
置
づ
け
が
十
分
に
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

著
者
は
本
章
で
、
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
は
実
質
的
に
は
教
会
側
の
要
請
か
ら
作

ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
軍
側
の
要
請
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。

つ
ま
り
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
は
歴
史

的
残
津
や
宣
教
を
目
的
と
す
る
制
度
、
あ
る
い
は
敬
罪
な
軍
司
令
官
の
特
異

な
嗜
好
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
近
代
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
に
と
っ
て
士
気
の

高
揚
や
規
律
・
秩
序
の
維
持
に
関
し
て
重
要
か
つ
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し

た
と
い
う
「
軍
事
的
価
値
」
が
重
要
な
の
で
あ
り
、
こ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

ク
な
認
識
が
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
の
性
格
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
四
章
「
軍
隊
の
中
の
教
会
」
で
は
、
両
大
戦
期
の
軍
隊
に
お
い
て
兵
士

が
ど
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
と
接
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

既
に
第
｝
章
で
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
、
著
者
は
教
会
へ
の
出
席
人
数
の
如

何
で
は
計
れ
な
い
キ
リ
ス
ト
教
文
化
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
強
く
根
付
い
て
い

た
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
。
両
大
戦
に
お
け
る
市
民
の
軍
隊
へ
の
参
加
は
、

軍
隊
に
伝
統
的
に
存
在
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
キ
リ

ス
ト
教
文
化
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
ひ
と
つ
の
例
と
し
て

共
同
礼
拝
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
四
六
年
に
至
る
ま
で
原
則
的
に
強
制
参
加

で
あ
っ
た
こ
の
儀
式
に
よ
っ
て
、
一
般
社
会
で
は
教
会
に
行
く
こ
と
の
無
か

っ
た
者
が
、
軍
隊
内
で
は
定
期
的
に
礼
拝
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
や
、
第
六
章
で
述
べ
る
よ
う
な
軍
隊
内
に
お

け
る
諸
々
の
宗
教
団
体
の
活
動
も
こ
の
傾
向
に
拍
車
を
か
け
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
何
よ
り
、
十
字
分
的
な
熱
狂
で
は
な
い
に
せ
よ
、
両
大
戦
に
お

い
て
も
キ
リ
ス
ト
教
は
依
然
と
し
て
戦
争
の
大
義
を
捉
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
教
義
的
要
素
が
希
薄
で
あ
る
と
と
も
に
イ
ギ

リ
ス
伝
統
文
化
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
国
教
会
へ
と
収
束
し
て
い
る
。
実
際
、

第
一
次
大
戦
当
時
国
民
の
約
六
〇
％
が
国
教
徒
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、

軍
隊
内
で
は
第
一
次
・
第
二
次
大
戦
賢
台
に
そ
の
割
合
は
約
七
〇
1
七
五
％

で
あ
っ
た
。
著
者
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
先
の
共
同
礼
拝
や
信
仰
告
白
の
機

会
の
増
大
に
よ
り
自
ら
が
国
教
徒
で
あ
る
と
再
認
識
す
る
者
が
増
え
た
こ
と
、

そ
し
て
も
は
や
教
義
的
な
情
熱
を
失
っ
て
い
た
非
国
教
徒
が
軍
隊
と
い
う
歴

史
的
に
国
教
会
文
化
が
強
い
社
会
の
中
で
、
便
宜
上
自
ら
を
国
教
徒
と
称
す
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評
ゴεセ

翔

る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

　
第
五
章
「
宗
教
、
道
徳
と
戦
争
漏
で
は
、
戦
時
の
道
徳
の
問
題
に
キ
リ
ス

ト
教
が
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
の
か
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
。
「
戦
争
の
野

蛮
さ
と
戦
友
の
凶
暴
さ
」
と
い
う
現
実
は
、
敬
慶
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
信
仰

心
を
揺
り
動
か
し
、
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
に
「
国
民
的
大
義
」
と
「
キ
リ
ス
ト

教
的
博
愛
」
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
を
突
き
つ
け
た
。
し
か
し
著
者
は
、
全
体
と

し
て
教
会
が
戦
争
の
悲
惨
さ
を
和
ら
げ
る
上
で
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ

た
こ
と
を
強
調
す
る
。
具
体
的
に
は
、
「
ク
リ
ス
マ
ス
休
戦
し
の
実
施
や
戦

地
の
教
会
が
非
戦
闘
地
区
と
し
て
教
護
所
な
ど
に
当
て
ら
れ
た
事
例
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
敵
味
方
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
い
う
認
識
を

前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
認
識
を
再
強
化
す
る
も
の
で
も
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
著
者
は
、
「
現
代
イ
ギ
リ
ス
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教

文
化
は
戦
争
の
野
蛮
さ
と
深
刻
さ
を
軽
減
す
る
も
の
と
し
て
作
用
し
得
た
」

と
言
う
が
、
こ
の
よ
う
な
主
張
か
ら
著
者
が
反
論
す
る
の
は
、
ウ
ィ
ッ
カ
ム

な
ど
に
見
ら
れ
る
第
一
次
大
戦
が
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
世
俗
化
の
方
向
に
大
き

く
動
か
し
た
と
い
う
「
歴
史
学
と
い
う
よ
り
は
文
学
的
」
な
見
解
で
あ
る
。

神
を
信
じ
る
の
み
な
ら
ず
「
禁
酒
、
節
約
、
礼
拝
へ
の
出
席
扁
が
敬
凄
で
あ

る
と
さ
れ
た
一
九
世
紀
的
な
理
解
で
は
な
く
、
よ
り
広
い
意
味
で
キ
リ
ス
ト

教
を
捉
え
る
な
ら
、
一
一
〇
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
も
一
概
に
琶
俗

化
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
六
章
「
軍
隊
と
宗
教
的
慈
善
活
動
扁
で
は
、
戦
時
中
の
宗
教
団
体
の
活

動
に
注
目
し
て
い
る
。
両
大
戦
と
も
戦
時
中
に
は
様
々
な
市
民
的
宗
教
活
動

が
活
発
に
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
の
活
動
の
性
質
を
評
価
す
る
の
が
本
章
の
目

的
で
あ
る
。
著
者
が
特
に
注
目
し
て
い
る
の
が
Y
M
C
A
の
活
動
で
あ
る
。

彼
ら
は
、
酒
保
の
運
営
や
通
信
の
補
助
あ
る
い
は
講
演
や
コ
ン
サ
ー
ト
、
映

画
の
提
供
を
行
な
っ
て
い
た
超
教
派
的
キ
リ
ス
ト
教
団
体
で
あ
っ
た
。
著
者

は
、
そ
の
非
常
に
活
発
な
社
会
的
活
動
の
一
方
で
宗
教
的
・
精
神
的
影
響
力

が
著
し
く
弱
か
っ
た
事
実
に
注
目
す
る
。
当
時
の
関
係
者
が
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
「
Y
M
C
A
の
兵
士
に
対
す
る
精
神
的
活
動
は
ほ
と
ん
ど
無
か
っ

た
」
の
で
あ
る
。
本
書
で
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ギ
リ
ス

の
一
般
国
民
、
一
般
兵
士
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
は
「
倫
理
的
で
実
践
的
」

な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
Y
M
C
A
の
こ
の
よ
う
な
活
動
は
、
「
多

く
の
イ
ギ
リ
ス
軍
兵
士
に
と
っ
て
、
典
型
的
に
キ
リ
ス
ト
教
的
な
活
動
」
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
統
一
的
な
宗
教
的
教
義
や
動
機
を
持
っ
て
お
ら
ず
」
、

兵
士
に
宗
教
的
回
心
を
促
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
活
動
は
、

「
キ
ー
3
ス
ト
教
は
神
学
的
正
統
性
や
教
会
へ
の
メ
ン
バ
…
シ
ッ
プ
で
は
な
く
、

本
質
的
に
は
個
人
の
善
行
」
で
あ
る
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト

教
認
識
を
端
的
に
表
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
議
論
を
踏
ま
え
て
、
著
者
は
三
つ
の
結
論
を
示
し
て
い
る
。

第
一
に
、
世
俗
化
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
前
半
の
イ
ギ
リ
ス
軍

に
お
け
る
宗
教
の
状
況
は
、
一
概
に
琶
俗
的
と
言
え
る
も
の
で
は
な
く
、
キ

リ
ス
ト
教
を
中
心
と
す
る
そ
の
宗
教
文
化
は
複
雑
か
つ
活
発
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
。
第
二
は
、
宗
教
史
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
宗
教
状
況
を
把

握
す
る
た
め
に
は
、
従
来
の
研
究
の
よ
う
に
、
主
要
な
教
会
人
や
団
体
、
あ

る
い
は
良
心
的
兵
役
拒
否
と
い
っ
た
特
定
の
ト
ピ
ッ
ク
に
注
意
を
傾
け
る
こ

と
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
軍
隊
や
社
会
金
体
の
思
想
状
況
に
着
目
す
る

必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
は
、
軍
事
史
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
従
軍
チ
ャ
プ
レ
ン
は
周
辺
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
軍
隊
内
に
お

け
る
市
民
的
宗
教
活
動
は
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
彼

ら
の
活
動
こ
そ
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
の
軍
隊
お
よ
び
社
会
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
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教
の
性
格
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
り
、

が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
役
割
を
再
評
価
す
る
こ
と

　
以
下
で
は
、
本
書
の
意
義
と
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
挙
げ
て
み
た
い
。
本

書
の
特
徴
は
、
第
一
次
・
第
二
次
大
戦
を
通
じ
た
時
期
を
研
究
対
象
と
し
て

扱
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
～
次
大
戦
と
キ
リ
ス
ト
教
会
の
問
題
に
関
し

て
は
、
ウ
イ
ル
キ
ン
ソ
ン
の
詳
細
か
つ
包
括
的
な
研
究
を
は
じ
め
と
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

く
つ
か
の
研
究
が
あ
る
し
、
ま
た
第
二
次
大
戦
に
関
し
て
も
、
よ
り
細
分
化

さ
れ
た
形
で
（
ナ
チ
ズ
ム
と
の
関
係
、
ユ
ダ
ヤ
入
問
題
と
の
関
係
な
ど
）
研

　
　
　
　
　
　
　
⑦

究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
内
容
は
国
教
会
が
中
心
で
あ

り
、
そ
の
数
も
決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の
申
で
二
〇
世
紀
前
半
と
い
う
時
期

を
対
象
と
し
て
、
世
俗
化
論
を
踏
ま
え
た
よ
り
マ
ク
ロ
な
視
点
か
ら
戦
争
と

キ
リ
ス
ト
教
の
関
係
を
見
よ
う
と
い
う
本
書
の
試
み
は
大
き
な
意
義
を
持
つ

　
　
⑧

だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
の
趣
旨
は
「
現
代
戦
争
の
経
験
と
イ
ギ
リ
ス
社
会
の

世
俗
化
の
関
係
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
認
識
は
誤
解
で
あ
り
、
根
本
的
な
訂

正
が
求
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の

議
論
は
宗
教
の
定
義
そ
の
も
の
に
依
拠
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
社
会
に
お
け

る
宗
教
性
の
問
題
は
、
宗
教
的
か
世
俗
的
か
と
い
う
二
者
択
一
で
出
せ
る
も

の
で
は
な
い
以
上
、
「
拡
散
的
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
文
化
的
に
幅
を
広
げ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
力
を
捉
え
よ
う
と

す
る
本
書
の
視
点
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
大
勢
を

占
め
る
国
教
会
は
著
者
も
注
目
す
る
よ
う
に
元
来
独
自
の
神
学
を
構
築
し
た

わ
け
で
は
な
く
、
多
分
に
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
性
格
を
も
っ
て
誕
生
し
た
。

二
〇
世
紀
前
半
の
国
教
会
を
指
導
し
た
聖
職
者
テ
ン
プ
ル
（
芝
歯
型
発

日
Φ
日
鳳
Φ
）
が
、
門
キ
リ
ス
ト
は
教
会
に
行
く
こ
と
よ
り
も
善
き
生
活
を
望
ん

で
い
た
」
、
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
へ
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
は
私
に
と
っ
て
最
も
根

本
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
発
鴛
口
し
て
い
た
事
実
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
キ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ス
ト
教
の
性
格
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
軍
司
令
官
や
兵
士
の
キ
リ
ス
ト
教

は
、
こ
の
よ
う
な
「
実
践
的
」
、
「
文
化
的
」
あ
る
い
は
「
愛
国
的
」
な
キ
リ

ス
ト
教
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
重
視
す
る
本
書
の
宗
教
理
解
は
妥
当
で
あ
る

と
同
時
に
有
益
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
～
方
で
、
本
書
の
特
徴
で
も
あ
る
第
｝
次
大
戦
と
第
二
次
大
戦
を
共
に
扱

う
と
い
う
方
法
は
い
く
つ
か
の
間
題
も
含
む
だ
ろ
う
。
．
本
書
は
戦
時
中
の
書

簡
や
手
記
に
拠
る
部
分
が
多
く
、
戦
間
期
が
比
較
的
軽
視
さ
れ
て
い
る
が
、

イ
ギ
リ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
会
に
と
っ
て
戦
傷
期
は
大
き
な
転
換
期
で
あ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
諸
教
派
の
～
致
を
目
指
す
エ
キ
ュ
メ
ニ
カ
ル
運
動
や
教
会
の
世

俗
社
会
へ
の
介
入
を
主
張
す
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
主
義
運
動
が
進
展
し
た
の

は
ま
さ
に
こ
の
戦
問
期
で
あ
っ
た
し
、
テ
ン
プ
ル
と
ヘ
ド
ラ
ム
（
＞
H
浮
嘆

O
寺
町
Φ
《
口
①
践
鐵
ヨ
）
の
論
争
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
が
「
文
化
的
」
で

あ
る
べ
き
か
「
教
義
的
」
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ

た
の
も
こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
ま
た
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
主
教
ゴ
ア

（
O
げ
P
H
一
Φ
し
り
○
O
H
Φ
）
な
ど
は
、
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
拡
散
的
キ
リ

ス
ト
教
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
是
非
を
問
題
と
す
る
著
書
を
第
一
次
大

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

戦
中
に
出
版
し
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
時
期
の
キ
リ
ス
ト
教
の
門
拡
散
化
」

は
、
一
九
三
八
年
の
報
告
書
『
国
教
会
に
お
け
る
教
義
』
に
見
ら
れ
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

に
、
教
会
側
の
方
針
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
の
意
味

で
は
、
｝
般
民
衆
や
兵
士
の
中
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
文
化
の
存
在
を
重
点

的
に
描
き
出
す
上
で
致
し
方
の
無
い
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
教

会
側
の
動
向
が
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
点
は
不
十
分
さ
を
残
し
て
い
る
よ

う
に
感
じ
る
。
世
俗
化
論
に
関
し
て
書
え
ば
、
単
純
な
世
俗
化
論
に
対
す
る
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反
論
は
一
九
八
○
年
代
か
ら
盛
ん
に
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
テ
ー
マ
自
体
は

決
し
て
蒼
し
い
も
の
で
は
な
い
。
著
者
が
直
接
の
批
判
の
対
象
と
す
る
研
究

も
か
な
り
古
い
も
の
が
中
心
で
あ
り
、
今
日
こ
の
種
の
世
俗
化
論
は
通
説
と

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
近
代
以
降
の
軍
隊

と
宗
教
に
関
す
る
研
究
は
非
常
に
少
な
く
、
世
俗
化
論
を
踏
ま
え
た
よ
り
広

い
視
点
か
ら
こ
の
問
題
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
す
る
本
書
の
意
義

は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
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