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一
　
文
化
キ
リ
ス
ト
教
徒

　
　

―
劉
小
楓
と
現
代
中
国
キ
リ
ス
ト
教
神
学

　
近
年
、
中
国
の
思
想
界
で
は
「
文
化
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
と
い
う
言
い
方

が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
へ
の
信
仰
は
有
し
て
お

ら
ず
、
教
会
に
属
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
有
す

る
文
化
的
な
枠
組
み
を
尊
重
し
て
い
る
知
識
人
の
こ
と
で
あ
る）

1
（

。
そ
の
代

表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
劉
小
楓
（
人
民
大
学
）
は
「
近
代
的
コ
ン
テ
キ
ス

ト
に
お
け
る
中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
教
会

そ
し
て
信
仰
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る
「
文
化
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
の
出
現

は
、
近
代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
現
代
中
国
に
特

有
の
も
の
で
は
な
い
、
と
述
べ
る）

2
（

。
近
代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
重
要
な
要

素
は
、
政
教
分
離
も
し
く
は
世
俗
化
で
あ
っ
て
、
信
仰
が
個
人
化
さ
れ
、

教
会
と
い
う
公
共
空
間
が
周
辺
化
さ
れ
る
一
方
で
、
大
学
の
よ
う
な
教
育

機
関
を
拠
点
と
す
る
知
識
人
が
文
化
・
思
想
・
学
術
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト

教
を
広
く
受
け
入
れ
て
い
っ
た
、
と
い
う
の
だ
。

　
で
は
、
劉
小
楓
は
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
一
つ

は
、
文
化
・
思
想
・
学
術
す
な
わ
ち
人
文
学
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
教
を
中

国
の
大
学
に
お
い
て
確
立
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
中
国
語
キ
リ
ス
ト

教
神
学
」
を
産
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
劉
小

楓
は
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
や
中
国
化
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な0

く0

、「
中
国
語
の
思
想
の
言
語
経
験
」
を
変
形
す
る
こ
と
で
「
キ
リ
ス
ト

と
い
う
事
件
に
対
面
す
る
こ
と
」
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ）

3
（

。
こ

れ
は
、
垂
直
的
な
関
係
で
あ
る
信
仰
の
関
係
を
反
省
し
な
が
ら
も
、「
中

国
語
キ
リ
ス
ト
教
神
学
」
を
他
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
と
並
列
し
た
も
の
と

し
て
定
義
し
、
自
民
族
中
心
主
義
か
ら
離
れ
た
、
し
か
し
変
形
さ
れ
た
上

で
の
「
中
国
語
の
思
想
の
言
語
経
験
」
に
基
づ
こ
う
と
す
る
も
の
だ
。

　
と
は
い
え
、「
文
化
キ
リ
ス
ト
教
徒
」
は
無
信
仰
・
無
教
会
と
親
和
的
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合
体
し
た
新
し
い
宗
教
と
し
て
立
ち
現
れ
、「
個
人
の
解
脱
を
た
だ
求
め

る
も
の
か
ら
、
今
や
社
会
的
な
つ
と
め
を
果
た
す
方
向
に
向
か
い
」、
国

民
国
家
や
資
本
主
義
に
も
資
し
て
い
る）

7
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
啓
蒙
の
名
の

下
に
、
近
代
キ
リ
ス
ト
教
に
匹
敵
す
る
新
し
い
宗
教
を
中
国
に
も
創
造
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
胡
適
は
、「
新
道
徳
」
と
し
て
の
「
新
宗
教
」

を
提
案
す
る）

8
（

。
そ
れ
は
、
宗
教
の
非
合
理
的
な
部
分
を
排
除
し
、
そ
れ
を

社
会
化
・
道
徳
化
し
た
宗
教
な
の
だ
。

　
そ
の
結
果
、
胡
適
は
自
ら
が
徹
底
的
に
排
除
し
よ
う
と
し
た
儒
教
を
再

肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
儒
教
本
来
の
道
徳
性
を
回
復
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
の
だ）

9
（

。
こ
こ
で
胡
適
は
儒
教
の
キ
リ
ス
ト
教
化
に
向
か
う
。「
説
儒
」

（
一
九
三
四
年
）
で
は
、
儒
教
を
周
に
征
服
さ
れ
た
殷
の
宗
教
と
捉
え
、

そ
れ
を
ユ
ダ
ヤ
教
に
比
定
し
、
そ
の
上
で
老
子
を
伝
統
的
な
儒
教
を
守
る

儒
者
と
し
、
孔
子
を
キ
リ
ス
ト
と
同
じ
、
改
革
す
る
メ
シ
ア
と
し
て
定
義

し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
メ
シ
ア
と
し
て
の
孔
子
は
儒
教
を
「
新
宗
教
」

と
し
て
の
「
新
儒
教
」
に
改
革
し
た
者
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
）
10
（

。
　
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
胡
適
に
と
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
は
近
代
文
明
と

同
様
に
自
明
の
普
遍
で
あ
っ
て
、
そ
の
普
遍
に
近
づ
き
う
る
よ
う
に
中
国

思
想
と
り
わ
け
儒
教
を
読
み
直
せ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
あ
る
の

は
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
儒
教
、
す
な
わ
ち
普
遍
化
可
能
な
中
国
思
想
と

い
う
ア
イ
デ
ア
で
あ
っ
て
、「
中
国
語
の
思
想
の
言
語
経
験
」
そ
れ
自
体

の
変
形
は
問
わ
れ
て
い
な
い
し
、
中
国
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
を
再
構
築
す
る

こ
と
も
な
い
。
こ
の
背
景
に
は
、
胡
適
の
「
浅
さ
」
の
啓
蒙
、
す
な
わ
ち

で
は
あ
る
が
、
必
ず
そ
こ
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
。
劉
小
楓
が
考
え
る
よ

う
に
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
と
い
う
超
越
へ
の
垂
直
的
な
関
係
が
ど
う
し

て
も
残
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
超
越
の
意
義
が
繰
り
返
し
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
に
し
て
も
で
あ
る
。

二
　
近
代
中
国
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容

―
胡
適

　
劉
小
楓
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
土
着
化
・
中
国
化
に
鋭
く
対
立
し
て
い
る

が
、
中
国
の
近
代
哲
学
史
を
振
り
返
る
と
、
実
は
中
国
思
想
の
キ
リ
ス
ト

教
化
が
行
わ
れ
て
い
た
。
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
に
師
事
し
、
新
哲
学
と
し

て
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
か
ら
、「
中
国
哲
学
」
を
産
み
出
そ
う
と
し
た

哲
学
者
で
あ
り
、
五
四
新
文
化
運
動
と
い
う
啓
蒙
運
動
の
旗
手
で
も
あ
っ

た
胡
適
の
ケ
ー
ス
を
見
て
お
こ
う
。
近
代
主
義
者
で
あ
る
胡
適
に
と
っ

て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
た
ん
に
啓
蒙
の
敵
と
し
て
退
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
か
え
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
も
た
ら
す
文
明
的
な
枠
組
み
を
受
け
入

れ
、
中
国
に
そ
れ
と
匹
敵
す
る
「
新
宗
教
」
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
た
の
で
あ
る）

4
（

。

　「
一
九
一
一
年
夏
、
わ
た
し
は
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
の
ポ
コ
ノ
・
パ
イ

ン
ズ
で
行
わ
れ
た
中
国
キ
リ
ス
ト
教
学
生
会
の
大
会
に
出
席
し
た
と
き
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
な
る
決
心
を
し
そ
う
に
な
っ
た）

5
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
、

胡
適
は
米
国
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
に
入
信
寸
前
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
接
近
し
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
支
え

る
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
目
に
映
っ
た
の
で
あ
る）

6
（

。

　
近
代
化
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
は
、
古
い
宗
教
を
脱
し
て
、
近
代
文
明
と
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る
こ
と
の
出
来
る
の
は
道
徳
に
在
る
の
で
、
道
徳
を
根
幹
と
し
て
宗
教
が

成
立
ち
得
る
の
で
あ
る）

14
（

」、「
今
日
か
ら
言
え
ば
此
道
徳
上
の
理
想
は
基
督

教
を
も
佛
教
を
も
其
中
に
包
含
し
て
了
う
、
終
局
の
理
想
に
到
達
す
る
爲

に
段
階
と
し
て
斯
か
る
宗
教
も
起
っ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
、
宗
教
の
由

て
起
る
所
は
矢
張
り
最
後
の
理
想
に
在
る
、
最
後
の
理
想
は
一
切
を
産
み

出
し
た
大
本
源
と
見
る
べ
き
で
あ
り
ま
す）

15
（

」
と
述
べ
る
に
至
っ
た
。

　
た
だ
し
、
こ
こ
で
井
上
が
唱
え
る
道
徳
は
、
福
沢
の
言
う
よ
う
な
外
面

的
な
も
の
で
は
な
く
、
内
面
に
立
ち
入
る
「
心
徳
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
近

代
的
な
陽
明
学
が
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
井
上
は
「
文
化
キ
リ
ス
ト
教

徒
」
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ま
さ
に
宗
教
以
上
に
宗
教
的
な
道
徳
を
構
築
し

よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
内
村
鑑
三
の
不
敬
事
件
（
一

八
九
一
年
）
を
、
井
上
が
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
だ
と
批
判
し
た
が
、

そ
れ
は
実
は
宗
教
の
衝
突
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
内
村
が
対
峙

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
国
民
道
徳
で
あ
っ
た
。

四
　
キ
リ
ス
ト
教
と
陽
明
学
（
２
）

―
内
村
鑑
三

　
陽
明
学
が
幕
末
か
ら
次
第
に
流
行
し
、
明
治
期
に
な
っ
て
井
上
哲
次
郎

た
ち
に
よ
っ
て
近
代
陽
明
学
と
い
う
国
民
哲
学
に
な
っ
て
い
っ
た
事
情

は
、
荻
生
茂
博
等
の
研
究
に
詳
し
い
が）

16
（

、
こ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、
山

路
愛
山
や
内
村
鑑
三
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
ま
た
近
代
陽
明
学
を
受

け
入
れ
、
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　
内
村
の
『
代
表
的
日
本
人
』（
一
八
九
五
年
、
一
九
〇
八
年
改
訂
版
）

個
人
の
内
面
の
深
さ
と
い
う
形
而
上
学
的
装
置
を
拒
否
し
た
啓
蒙
が
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
、
そ
の

「
浅
さ
」
に
よ
っ
て
逆
説
的
に
そ
れ
を
相
対
化
す
る
に
至
っ
た
の
だ）

11
（

。
そ

う
で
あ
れ
ば
、
胡
適
は
、
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
儒
教
を
通
じ
て
、
キ
リ

ス
ト
教
と
い
う
普
遍
の
限
界
を
戯
画
的
に
描
い
た
と
も
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。

三
　
キ
リ
ス
ト
教
と
陽
明
学
（
１
）

―
井
上
哲
次
郎

　
近
代
日
本
に
お
い
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
一
種
の
普
遍
に
直
面
し
な

が
ら
、「
日
本
語
の
思
想
の
言
語
経
験
」
を
変
形
す
る
経
験
を
探
っ
て
み

る
な
ら
、
そ
の
一
つ
は
道
徳
化
さ
れ
た
儒
教
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
宗
教
が
提
示
す
る
普
遍
の
さ
ら
に
上
位
に
、
道
徳
と

い
う
普
遍
を
立
て
、
そ
こ
に
宗
教
は
還
元
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
逆
説
的
な
こ
と
に
、
こ
れ
は
よ
り
宗
教
的
な
色
彩
を
帯

び
、
福
沢
諭
吉
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
人
心
の
内
部
に
立
入
り
」、「
精

神
の
不
自
由
な
る
も
の
」
に
転
じ
て
し
ま
っ
た）

12
（

。

　
井
上
哲
次
郎
に
と
っ
て
、
近
代
儒
教
が
体
現
す
る
道
徳
の
普
遍
性
は
、

宗
教
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
の
そ
れ
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
の
名
も
「
宗
教
以
上
の
道
徳
」（
一
九
〇
八
年
）
と
い
う
論
文
に
お
い

て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
信
じ
る
こ
と
は
私
事
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
道
徳
は

そ
れ
を
超
え
た
社
会
公
共
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、「
道

徳
の
宗
教
以
上
の
地
位
を
保
っ
て
居
る
こ
と
が
分
る
の
で
あ
り
ま
す
」
と

述
べ
た）

13
（

。
そ
し
て
、
井
上
は
、「
即
ち
宗
教
を
宗
教
と
し
て
成
立
せ
し
む
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者
で
あ
る
。
日
本
人
を
通
う
し
て
顕
わ
れ
た
る
基
督
教

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
が
日

0

0

0

0

本
的
基
督
教
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

。）
18
（

　
こ
こ
に
は
劉
小
楓
と
同
様
の
議
論
が
あ
る
。
内
村
は
、「
日
本
的
基
督

教
」
を
構
想
す
る
の
に
、
土
着
化
さ
れ
た
も
し
く
は
日
本
化
さ
れ
た
キ
リ

ス
ト
教
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
日
本
語
キ
リ
ス
ト

教
神
学
」
の
洗
練
を
問
う
て
い
る
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
遍
性
を

見
失
わ
な
い
た
め
で
あ
る
。「
儒
教
的
基
督
教
で
あ
る
と
か
、
仏
教
的
基

督
教
で
あ
る
と
か
云
う
も
の
は
決
し
て
基
督
の
基
督
教
で
は
な
い
、
基
督

教
は
絶
対
的
宗
教
で
あ
る）

19
（

」
と
述
べ
る
と
き
、
内
村
は
儒
教
や
仏
教
の
中

に
キ
リ
ス
ト
教
に
通
じ
る
可
能
性
、
す
な
わ
ち
普
遍
化
可
能
で
あ
る
こ
と

を
見
出
す
道
を
退
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
他
の
国
々
と

並
列
し
て
、
日
本
に
お
い
て
も
直
接
「
キ
リ
ス
ト
と
い
う
事
件
」
に
触
れ
、

新
た
な
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
構
想
す
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
、

そ
の
た
め
に
は
何
が
条
件
と
な
る
の
か
。
内
村
は
こ
こ
で
、
聖
書
と
平
民

に
訴
え
る）

20
（

。

　
聖
書
に
関
し
て
は
、「
教
会
と
聖
書

―
朝
鮮
人
に
聖
書
研
究
を
勧
む

る
の
辞
　
五
月
三
十
日
夜
東
京
朝
鮮
基
督
教
青
年
会
に
於
け
る
講
演
大

要
」（
一
九
一
五
年
）
に
興
味
深
い
記
述
が
見
え
る
。
内
村
は
、
東
洋
の

国
々
に
お
い
て
は
、「
教
会
は
な
く
と
も
聖
書
に
よ
り
て
基
督
教
は
伝
播

さ
れ
国
は
改
め
ら
る
る）

21
（

」
と
言
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は
「
孔
子
の
会

堂
を
建
つ
る
事
は
せ
な
か
っ
た
が
其
書
﹇
経
書
﹈
を
学
ぶ
事
に
よ
り
て
其

精
神
は
よ
く
吾
等
を
支
配
し
、
吾
等
は
孔
子
の
よ
き
弟
子
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
今
は
孔
子
が
去
っ
て
基
督
が
之
に
代
わ
っ
た
の
で
あ
る）

22
（

」
か
ら
だ
。

で
取
り
上
げ
ら
れ
た
五
人
の
人
物
の
冒
頭
は
西
郷
隆
盛
で
あ
り
、
明
治
維

新
の
中
心
人
物
で
あ
る
西
郷
を
陽
明
学
的
精
神
の
持
ち
主
と
し
て
称
揚
し

て
い
た
。
そ
の
上
で
、
西
郷
を
「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
が
な
い
た
め
に
ピ

ュ
ー
リ
タ
ン
と
い
え
な
い
に
す
ぎ
な
い）

17
（

」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
陽
明
学
徒

で
あ
る
西
郷
を
キ
リ
ス
ト
者
に
比
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
内
村
は
、
西
郷
を
キ
リ
ス
ト
教
的
陽
明
学
徒
と
し
て
論
じ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
を
陽
明
学
を
通
じ
て
日
本
と
接
続
し
よ
う

と
し
た
の
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
陽
明
学
に
よ
る
明
治
維
新
も
し
く
は

陽
明
学
は
国
民
哲
学
で
あ
る
と
い
う
井
上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
容
易
に
陥
り

か
ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
は
近
代
陽
明
学
の
中
に
ス
ム
ー

ス
に
翻
訳
さ
れ
、
普
遍
化
可
能
で
あ
る
こ
と
の
体
系
に
吸
収
さ
れ
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、
と
り
わ
け
内
村
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
井

上
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
完
全
に
吸
収
さ
れ
尽
く
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ

に
は
、
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
言
う
普
遍
化
の
プ
ロ
セ
ス
が
残
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。五

　
聖
書

―
内
村
鑑
三
の
日
本
的
基
督
教

　
内
村
は
「
日
本
的
基
督
教
」
に
つ
い
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

日
本
的
基
督
教
と
称
し
て
勿
論
基
督
教
を
変
え
て
日
本
人
の
宗
教
と

化
し
た
者
で
は
な
い
。
日
本
人
独
特
の
見
地
よ
り
し
て
基
督
教
の
真

理
を
闡
明
し
た
る
者
で
あ
る
。
基
督
教
は
世
界
的
宗
教
な
る
が
故

に
、
各
国
民
の
寄
贈
貢
献
を
待
っ
て
初
め
て
完
全
に
世
に
顕
わ
る
る
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そ
が
、
普
遍
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
「
日
本
的
基
督
教
」
と
い
う
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
の
だ
。

七
　
近
現
代
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容

　
　

―
咸
錫
憲
の
シ
ア
ル
思
想
と
霊
性

　
内
村
に
強
い
影
響
を
受
け
た
韓
国
の
キ
リ
ス
ト
者
で
あ
る
咸
錫
憲
（
ハ

ム
・
ソ
ク
ホ
ン）

28
（

）
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
、
老
荘
思
想
や
韓
国
の
民
間
思
想

と
の
比
較
に
お
い
て
受
容
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
内
村
以
上
に
、
民
衆

の
中
に
地
上
的
な
普
遍
を
見
出
そ
う
と
す
る
シ
ア
ル
（
種
子
＝
民
衆
）
思

想
で
あ
る
。

　
一
九
二
三
年
の
春
に
東
京
に
留
学
し
た
咸
錫
憲
は
、
関
東
大
震
災
と
そ

の
後
の
朝
鮮
人
虐
殺
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
翌
年
に
東
京
高
等
師
範
学

校
に
入
学
し
、
終
生
の
友
人
と
な
っ
た
金
教
臣
と
出
会
い
、
内
村
鑑
三
の

聖
書
研
究
会
に
通
う
よ
う
に
な
る
。
そ
こ
で
内
村
が
強
調
し
た
聖
書
と
平

民
と
い
う
概
念
に
触
れ
、「
ま
こ
と

0

0

0

の
信
仰
こ
そ
わ
が
祖
国
と
民
衆
が
生

き
て
い
く
べ
き
道
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
き
た）

29
（

」
と
述
べ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

　
と
は
い
え
、
内
村
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
咸
や
金
の
考
え
る
「
朝

鮮
産
キ
リ
ス
ト
教）

30
（

」
は
容
易
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
金
教
臣
を

中
心
と
し
て
咸
も
加
わ
っ
て
発
刊
し
た
『
聖
書
朝
鮮
』
が
内
村
の
逝
去
を

悼
む
一
文
を
載
せ
る
と
、
民
族
精
神
が
な
い
と
批
判
さ
れ
、
さ
ら
に
解
放

後
に
、
内
村
の
記
念
講
演
会
を
開
く
と
、
異
端
と
し
て
規
定
さ
れ
た
と
い

う
の
で
あ
る）

31
（

。
そ
れ
は
、
無
教
会
主
義
だ
か
ら
と
い
う
批
判
で
も
あ
っ
た

内
村
は
、
経
書
に
代
え
て
聖
書
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト

の
精
神
に
直
接
向
か
う
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
、
そ
れ
が
日
本
の
み
な
ら

ず
何
よ
り
も
朝
鮮
を
救
う
と
ま
で
述
べ
る）

23
（

。
教
会
や
社
会
的
慈
善
事
業
で

は
な
く
聖
書
の
研
究
こ
そ
が
普
遍
に
通
じ
、
朝
鮮
、
日
本
、
そ
し
て
世
界

を
救
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
内
村
が
一
九
〇
〇
年
か
ら
『
聖
書
之
研
究
』

を
公
刊
し
続
け
た
の
は
こ
う
し
た
思
想
的
背
景
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
　
平
民

―
内
村
鑑
三
の
日
本
的
基
督
教

　
も
う
一
つ
の
条
件
は
、
平
民
で
あ
る
。
ジ
ュ
リ
ア
ン
の
言
う
人
権
概
念

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
平
民
と
い
う
概
念
を
通
じ
て
近
代
日
本
の
思
想

は
新
た
な
抽
象
化
を
求
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
内
村
は
「
基
督
教
は
貴
族

の
宗
教
に
あ
ら
ず
し
て
平
民
の
宗
教
な
り）

24
（

」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
キ
リ
ス

ト
教
を
こ
の
平
民
に
定
位
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
民
と
い

う
新
た
な
ト
ポ
ス
を
開
き
、
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
教
を
定
位
す
る
こ
と
で
、

普
遍
へ
の
通
路
を
見
出
そ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
と
は
い
え
、
こ
の
平
民
主
義
に
基
づ
く
キ
リ
ス
ト
教
は
そ
の
ま
ま
で

最
良
の
「
国
家
的
宗
教
」
で
も
あ
っ
た
。
内
村
は
、「
世
に
基
督
教
に
優

る
の
国
家
的
宗
教
あ
る
な
く）

25
（

」
と
述
べ
る
。

　
内
村
は
「
愛
国
」
者
で
あ
り
、
国
家
と
し
て
の
近
代
日
本
と
い
う
枠
組

み
の
中
で
、
平
民
に
定
位
し
た
キ
リ
ス
ト
教
と
そ
の
普
遍
を
考
え
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
丸
山
眞
男
は
そ
れ
を
一
種
の
「
顚
倒
」
と
見
、
内
村
を
「
極0

左0

ノ
愛
国
的
基
督
信
者
」
と
い
う
矛
盾
に
お
い
て
捉
え
た）

26
（

。
だ
が
、
こ
う

し
た
「
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
を
貫
い
て
執
拗
に
響
き
続
け
る
あ
る
基
調
音
）
27
（

」
こ
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や
朝
鮮
自
体
を
変
容
さ
せ
、
そ
こ
に
地
上
的
な
普
遍
へ
の
通
路
を
見
出
す

の
で
あ
る
。

八
　
近
現
代
韓
国
に
お
け
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
受
容
と

　
　
民
族
そ
し
て
国
家

―
朴
鐘
鴻

　
咸
錫
憲
に
対
し
て
、
内
村
鑑
三
と
井
上
哲
次
郎
の
関
係
に
比
べ
う
る
関

係
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
朴
鐘
鴻
（
パ
ク
・
チ
ョ
ン
ホ
ン
）
と
の
関
係
で
あ

ろ
う
。
朴
は
京
城
帝
国
大
学
に
て
哲
学
を
学
び
、
一
九
三
五
年
に
哲
学
科

を
卒
業
し
て
い
る
が
、
卒
業
の
年
に
早
く
も
、
そ
の
論
文
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
に
於
け
る
地
平
の
問
題
」
が
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
哲
学
」
特
集
号
で
あ
る

『
理
想
』
第
五
十
四
号
（
一
九
三
五
年
四
月
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

　
金
杭
に
よ
る
と）

35
（

、
一
九
五
〇
年
代
に
朴
鐘
鴻
は
、
言
語
と
生
活
世
界
を

共
有
す
る
人
々
を
自
己
構
成
す
る
概
念
と
し
て
「
民
族
」
を
主
張
す
る
よ

う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
近
代
的
な
国
民
の
よ
う
な
普
遍
的
概
念
で
は
な

く
、
近
代
を
超
克
し
た
、
韓
国
的
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
朴
は
、
そ
の

「
民
族
」
が
立
ち
現
れ
た
の
が
、
一
九
六
〇
年
の
四
月
革
命
で
あ
り
、
そ

れ
に
続
く
朴
正
煕
政
権
に
お
い
て
新
秩
序
が
創
造
さ
れ
た
と
考
え
た
。
こ

の
点
で
は
、
四
月
革
命
と
そ
の
後
の
政
治
を
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
咸
錫

憲
と
は
鋭
く
対
立
す
る）

36
（

。
ま
も
な
く
し
て
、
朴
鐘
鴻
は
朴
正
煕
政
権
に
協

力
す
る
よ
う
に
な
り
、
教
育
勅
語
に
よ
く
似
た
レ
ト
リ
ッ
ク
と
内
容
（
国

家
へ
の
臣
従
）
を
有
し
た
「
国
民
教
育
憲
章
」（
一
九
六
八
年
）
の
制
定

に
携
わ
っ
た
後
、
一
九
七
〇
年
代
に
は
大
統
領
教
育
文
化
担
当
特
別
補
佐

官
と
し
て
六
年
あ
ま
り
維
新
体
制
を
支
え
た
。

だ
ろ
う
が
、
や
は
り
聖
書
と
平
民
に
基
づ
い
た
朝
鮮
と
い
う
構
想
自
体
が

危
険
視
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
で
は
、
咸
の
平
民
主
義
す
な
わ
ち
シ
ア
ル
思
想
と
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
の
か
。
そ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
「
文
」
に
あ
る
。「
文
は
種
子
の

叫
び
、
民
衆
の
声
だ
。
民
衆
が
聞
け
よ
と
ば
か
り
に
語
る
こ
と
ば
だ
。
い

や
、
民
の
祈
り
だ）

32
（

」
と
述
べ
る
と
き
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
一
種
の
翻

訳
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
内
村
の
思
想
の
翻
訳
に
と
ど
ま
ら
ず
、
シ
ア
ル
（
民

衆
＝
種
子
）
に
お
い
て
、
聖
書
と
東
ア
ジ
ア
の
「
文
」
の
思
想
を
出
会
わ

せ
る
よ
う
な
翻
訳
な
の
だ
。
そ
し
て
、
文
は
ま
ず
は
大
地
に
書
き
つ
け
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
上
で
天
に
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

33
（

。

　
す
な
わ
ち
、「
朝
鮮
産
キ
リ
ス
ト
教
」
は
「
大
地
の
文
字
」
す
な
わ
ち

「
シ
ア
ル
」
に
ま
ず
は
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

「
大
地
の
文
字
」
は
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
。
必
要
な
こ
と
は
仏
教
や
キ

リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
既
存
の
宗
教
と
は
異
な
る
、「
私
の
宗
教）

34
（

」
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
媒
介
な
し
に
直
接
に
私
を
神
と
対
面
さ
せ
る
よ
う
な
宗
教
な

の
だ
。

　
こ
こ
で
咸
が
語
っ
て
い
る
の
は
い
わ
ば
地
上
的
霊
性
で
あ
る
。
あ
え
て

地
上
的
霊
性
と
言
っ
て
み
る
の
は
、
こ
れ
が
鈴
木
大
拙
の
語
る
妙
好
人
の

霊
性
、
す
な
わ
ち
大
地
の
上
の
霊
性
と
重
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

う
し
た
地
上
的
普
遍
に
開
か
れ
た
霊
性
の
構
造
は
、
内
村
鑑
三
の
「
日
本

的
基
督
教
」
に
も
、
咸
錫
憲
や
金
教
臣
の
「
朝
鮮
産
キ
リ
ス
ト
教
」
に
も

同
様
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
天
上
的
な
普
遍
を
立
て
、
そ
れ
を

日
本
や
朝
鮮
と
い
っ
た
特
定
の
特
殊
に
内
在
化
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
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「
ウ
リ
」
と
は
誰
な
の
で
あ
ろ
う
か）

39
（

。

　
お
そ
ら
く
わ
た
し
た
ち
は
、
国
家
に
還
元
さ
れ
る
が
ま
ま
に
は
な
ら
な

い
「
ウ
リ
」
を
構
想
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

九
　
ト
ラ
ン
ス
東
ア
ジ
ア
的
な
経
験
へ

　
比
較
思
想
と
は
比
較
す
る
と
い
う
哲
学
の
運
動
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ

れ
は
単
一
の
運
動
で
は
な
い
。
普
遍
化
可
能
で
あ
る
こ
と
と
普
遍
化
と
い

う
普
遍
へ
の
二
つ
の
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ）

40
（

が
示
し
て
い
る
の
は
、
あ
る
微

細
な
差
異
で
あ
る
。
一
方
で
、
わ
た
し
た
ち
は
あ
る
原
理
を
設
定
し
そ
の

上
に
思
想
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
。
異
な
る
複
数
の
思
想
の
間
に
普
遍

化
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
は
そ
の
一
つ
の
や
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
い
っ
た
ん
批
判
の
力
を
失
う
な
ら
ば
、
容
易
に
独
断
と
現
状
肯
定
に

陥
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
具
体
的
な
事
例
や
歴
史
さ
ら
に
は

地
域
性
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
底
を
う
が
ち
な
が
ら
、
基
礎
づ
け
主
義
が

垂
直
方
向
で
普
遍
を
考
え
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
、
地
上
的
な
普
遍
を
考

え
る
方
向
も
あ
る
。
比
較
し
え
な
い
も
の
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
か
え
っ

て
別
の
普
遍
に
開
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
ス
ト
教
さ
ら
に
は
近
代
西
洋
哲
学
が
示
す
普
遍
を
、
ど
ち
ら
の
ア

プ
ロ
ー
チ
で
考
え
る
か
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
異
な
る
顔
貌
を
し
た

比
較
思
想
に
直
面
す
る
。
そ
れ
を
本
論
で
は
、
中
国
、
日
本
、
韓
国
を
手

が
か
り
に
示
そ
う
と
し
て
み
た
。
そ
れ
に
成
功
し
た
か
ど
う
か
は
甚
だ
心

も
と
な
い
。
か
え
っ
て
、
そ
れ
は
大
東
亜
共
栄
圏
の
よ
う
な
日
本
近
代
が

構
想
し
た
普
遍
を
容
認
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
も
可
能
で
あ
ろ

　
問
題
は
「
民
族
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
洋
近
代
を
超
克
し

た
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
、
韓
国
的
概
念
の
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
限

り
で
、
咸
錫
憲
の
「
シ
ア
ル
」
に
接
続
す
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
儒
教
思
想
を
体
よ
く
利
用
し
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、

近
代
に
よ
っ
て
超
克
さ
れ
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
っ
た
。
井
上
哲
次
郎
の

国
民
が
明
治
維
新
と
そ
れ
に
続
く
国
家
と
し
て
の
日
本
に
繫
ぎ
止
め
ら
れ

て
い
た
よ
う
に
、
朴
鐘
鴻
の
「
民
族
」
も
ま
た
維
新
体
制
と
国
家
と
し
て

の
韓
国
に
繫
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
朴
倍
暎
は
、「
何
故
、
そ
の
『
創
造
』
の
対
象
が
必
ず
国
家
な
の
か
と

い
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
必
ず
し
も
分
明
で
は
な
い）

37
（

」
と
問
う
て
い
る
が
、

こ
こ
で
の
考
察
を
も
と
に
答
え
る
な
ら
ば
、
国
家
を
超
え
た
普
遍
を
、
天

上
的
な
普
遍
で
は
な
い
仕
方
で
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
ろ
う
。
近
代
を
超
克
す
る
こ
と
に
急
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
条
件
付

け
ら
れ
た
普
遍
を
中
間
形
態
に
置
く
に
と
ど
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
金
杭
も
引
用
し
て
い
る
、「
新
し
い
歴
史
の
創
造
」（
一
九
七
三
年
）
の

一
節
は
こ
う
で
あ
る
。

　
今
日
わ
れ
わ
れ
が
念
願
す
る
新
し
い
歴
史
は
、
一
言
で
簡
単
に
言

え
ば
民
族
中
興
の
歴
史
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
維
新
の
歴
史
で
あ

る
。
そ
れ
が
近
代
化
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い

が
、
そ
れ
は
近
代
で
は
な
く
現
代
に
お
け
る
近
代
化
で
あ
り
、
西
欧

と
は
伝
統
を
異
に
す
る
「
ウ
リ
（
わ
れ
わ
れ
）」
の
近
代
化
で
あ
る

点
に
、
ま
ず
留
念
す
る
必
要
が
あ
る）

38
（

。

　
こ
こ
で
も
同
じ
問
い
を
繰
り
返
す
こ
と
に
し
よ
う
。
い
っ
た
い
こ
の
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三
年
、
九
〜
一
〇
頁
。

　（
9
）
胡
適
「
儒
教
の
使
命
」（
一
九
三
三
年
）、『
胡
適
全
集
』
第
８
巻
、
胡
適
全
集

編
集
委
員
会
編
、
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
七
八
〜
七
九
頁
。

　（
10
）
胡
適
「
説
儒
」（
一
九
三
四
年
）、『
胡
適
全
集
』
第
４
巻
、
胡
適
全
集
編
集
委

員
会
編
、
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
六
二
〜
六
三
頁
。

　（
11
）
拙
論
「
啓
蒙
と
中
国
」、
一
二
六
〜
一
二
七
頁
を
見
よ
。

　（
12
）
福
沢
諭
吉
「
徳
教
之
説
」（
一
八
八
三
年
）、『
福
沢
諭
吉
全
集
』
第
九
巻
、
岩

波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
二
八
〇
頁
。

　（
13
）
井
上
哲
次
郎
「
宗
教
以
上
の
道
徳
」『
井
上
哲
次
郎
集
』
第
九
巻
、
島
薗
進
・

磯
前
順
一
編
、
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
三
年
、
二
九
八
頁
。

　（
14
）
同
、
二
九
九
〜
三
〇
〇
頁
。

　（
15
）
同
、
三
〇
六
頁
。

　（
16
）
荻
生
茂
博
『
近
代･

ア
ジ
ア
・
陽
明
学
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
年
を
参

照
の
こ
と
。

　（
17
）
内
村
鑑
三
『
代
表
的
日
本
人
』
鈴
木
範
久
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
五
年
、

四
九
頁
。

　（
18
）
内
村
鑑
三
「
日
本
的
基
督
教
に
就
て
」（
一
九
二
四
年
）、『
内
村
鑑
三
著
作
集
』

第
９
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
、
一
二
頁
。
な
お
、
旧
字
を
新
字
に
改
め
た
。

以
下
同
じ
。

　（
19
）
内
村
鑑
三
「
我
が
理
想
の
基
督
教
」
同
、
一
九
〇
一
年
、
七
六
頁
。

　（
20
）
内
村
鑑
三
の
聖
書
と
平
民
に
関
し
て
は
、
ア
グ
ネ
シ
カ
・
コ
ズ
ィ
ラ
『
日
本

と
西
洋
に
お
け
る
内
村
鑑
三

―
そ
の
宗
教
思
想
の
普
遍
性
』
教
文
館
、
二
〇

〇
一
年
と
り
わ
け
六
六
〜
八
八
頁
を
参
照
。

　（
21
）
内
村
鑑
三
「
教
会
と
聖
書

―
朝
鮮
人
に
聖
書
研
究
を
勧
む
る
の
辞
　
五
月

三
十
日
夜
東
京
朝
鮮
基
督
教
青
年
会
に
於
け
る
講
演
大
要
」『
内
村
鑑
三
全
集
』

第
二
一
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
三
六
七
頁
。

　（
22
）
同
上
。

　（
23
）
同
、
三
六
八
〜
三
六
九
頁
。

　（
24
）
内
村
鑑
三
「
平
人
の
宗
教
」（
一
九
〇
一
年
）、『
所
感
』、『
内
村
鑑
三
著
作
集
』

第
５
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
三
年
、
一
六
頁
。

う
。
そ
れ
で
も
こ
の
三
つ
の
ト
ポ
ス
を
並
べ
て
論
じ
る
こ
と
に
は
意
義
が

あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ト
ラ
ン
ス
東
ア
ジ
ア
的
な
経
験

が
、
そ
れ
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
経
験
の
共
有
と
い
う
難
事
を
ど
こ
か
で
避
け
よ
う
と
し
て
き
た
か
ら

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
比
較
思
想
が
比
較
す
る
こ
と
を
徹

底
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
経
験
の
共
有
と
そ
の
困
難
に
触
れ
ざ
る
を
え
な
い

だ
ろ
う
。
本
論
が
そ
の
わ
ず
か
な
端
緒
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　
＊ 

　
本
論
は
発
表
要
旨
で
あ
る
が
、
詳
細
に
展
開
し
た
も
の
は
英
語
論
文
と
し
て

O
riens Extrem

us

に
掲
載
予
定
で
あ
る
。

　（
1
）
現
代
中
国
に
お
け
る
、
中
国
語
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
関
し
て
は
、
孙
尚
扬
・

刘
宗
坤
《
二
〇
世
纪
西
方
哲
学
东
渐
史
：
基
督
教
哲
学
在
中
国
》
首
都
师
范
大

学
出
版
社
、
二
〇
一
一
年
と
り
わ
け
第
十
章
と
第
十
一
章
を
見
よ
。

　（
2
）
刘
小
枫
《
现
代
语
境
中
的
汉
语
基
督
神
学
》
李
秋
零
、
杨
熙
楠
主
编
《
现
代
性
、

传
统
变
迁
与
汉
语
神
学
》
上
编
、
华
东
师
范
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
〇
年
、
一

五
〜
一
六
頁
。

　（
3
）
同
、
二
四
〜
二
五
頁
。

　（
4
）
こ
こ
で
の
記
述
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
啓
蒙
と
中
国

―
胡
適
の
新

宗
教
に
つ
い
て
」
堀
池
信
夫
編
『
知
の
ユ
ー
ラ
シ
ア
』
明
治
書
院
、
二
〇
一
一

年
を
見
よ
。

　（
5
）
胡
適
「
わ
た
し
の
信
仰
」（
一
九
三
一
年
）、『
胡
適
文
集
』
１
、
北
京
大
学
出

版
社
、
一
九
九
八
年
、
一
六
頁
。

　（
6
）
胡
適
「
キ
リ
ス
ト
教
と
中
国
文
化
」（
一
九
二
五
年
）、『
胡
適
全
集
』
第
９
巻
、

胡
適
全
集
編
集
委
員
会
編
、
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
七
八
頁
。

　（
7
）
同
、
一
七
七
〜
一
七
八
頁
。

　（
8
）
胡
適
「
わ
れ
わ
れ
の
西
洋
近
代
文
明
に
対
す
る
態
度
」（
一
九
二
六
年
）、『
胡

適
全
集
』
第
３
巻
、
胡
適
全
集
編
集
委
員
会
編
、
安
徽
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
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新
政
友
』
創
刊
号
、
一
九
七
三
年
九
月
）、『
朴
鐘
鴻
全
集
』
Ⅳ
、
ミ
ン
ウ
ム
サ

出
版
、
一
九
九
八
年
、
五
五
一
頁
。
翻
訳
に
関
し
て
は
、
柳
忠
煕
（
東
京
大
学

東
洋
文
化
研
究
所
特
任
研
究
員
）
さ
ん
の
示
唆
を
得
た
。

　（
39
）
小
倉
紀
蔵
が
朴
鐘
鴻
の
哲
学
の
限
界
を
確
定
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
の
を
参
照
の
こ
と
。「
さ
て
、
植
民
地
時
代
に
『
民
族
の
思
想
』『
民
族
の

哲
学
』
の
追
求
を
以
て
始
ま
っ
た
洌
巖
﹇
朴
鐘
鴻
﹈
の
哲
学
道
程
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
帰
結
は
『
国
民
』
と
い
う
妥
協
的
な
一
点
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
時
代
に
よ
る
制
約
で
も
あ
っ
た
が
、
洌
巖
の
思
想
自
体
が
胚
胎
し
て
い

る
も
の
で
も
あ
っ
た
」（
小
倉
紀
蔵
『
朱
子
学
化
す
る
日
本
近
代
』
藤
原
書
店
、

二
〇
一
二
年
、
三
四
六
頁
）。

　（
40
）François Jullien, D

e l’universel, de l’uniform
e, du com

m
un et du dia-

logue entre les cultures, Paris : Fayard, 2008, pp.183-190.

（
な
か
じ
ま
・
た
か
ひ
ろ
、
中
国
哲
学
・
比
較
哲
学
、
東
京
大
学
教
授
）

　（
25
）
内
村
鑑
三
「
国
家
的
宗
教
」、
同
上
。

　（
26
）
丸
山
眞
男
『
忠
誠
と
反
逆

―
転
形
期
日
本
の
精
神
史
的
位
相
』
筑
摩
書
房
、

一
九
九
二
年
、
二
八
二
頁
。

　（
27
）
同
、
二
九
一
頁
。

　（
28
）
内
村
鑑
三
と
咸
錫
憲
の
関
係
と
シ
ア
ル
思
想
に
つ
い
て
は
、
朴
賢
淑
「
咸
錫

憲
に
お
け
る
『
シ
ア
ル
思
想
』
の
萌
芽

―
内
村
鑑
三
と
の
関
係
を
中
心
に
」

『
神
学
研
究
』
第
五
一
号
、
関
西
学
院
大
学
、
二
〇
〇
四
年
を
参
照
。

　（
29
）
咸
錫
憲
『
死
ぬ
ま
で
こ
の
歩
み
で
』
二
〇
三
頁
。

　（
30
）
金
文
吉
「
内
村
鑑
三
の
平
和
思
想
と
朝
鮮
無
教
会
の
動
向
」『
ア
ジ
ア
・
キ
リ

ス
ト
教
・
多
元
性
』
第
２
巻
、
現
代
キ
リ
ス
ト
教
思
想
研
究
会
、
二
〇
〇
四
年
、

一
二
八
頁
。

　（
31
）
咸
錫
憲
『
死
ぬ
ま
で
こ
の
歩
み
で
』
二
〇
四
頁
。
な
お
、
咸
錫
憲
と
金
教
臣

が
共
著
で
『
内
村
鑑
三
先
生
と
朝
鮮
』
を
一
九
四
〇
年
に
出
版
し
、
内
村
鑑
三

の
「
昇
天
満
十
周
年
を
記
念
す
る
」（
咸
錫
憲
・
金
教
臣
『
内
村
鑑
三
先
生
と
朝

鮮
』
聖
書
朝
鮮
社
、
一
九
四
〇
年
、
一
頁
）
と
し
て
、
無
教
会
主
義
を
擁
護
し

て
い
る
。

　（
32
）
同
、
三
〇
四
〜
三
〇
五
頁
。

　（
33
）
同
、
三
〇
二
頁
。

　（
34
）
同
、
三
〇
三
頁
。

　（
35
）Kim

 H
ang, “O

vercom
ing M

odernity, or H
eideggerian N

ationalism
? : 

O
f a philosopher’s political com

m
itm

ent in post-colonial Korea,” in 
Existence and Ethics: The Philosophical M

om
ent in East A

sian D
is-

course, ed. Ishii Tsuyoshi, U
TCP-U

ehiro Booklet 4, Tokyo: U
TCP, 

2014, pp. 97-102.

　（
36
）
「
四
・
一
九
革
命
は
失
敗
で
あ
る
」（
咸
錫
憲
『
韓
国
の
ガ
ン
ジ
ー
　
咸
錫
憲

の
基
本
思
想
』
曺
亨
均
訳
註
、
伯
栽
文
化
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
二
頁
）
と
述

べ
る
咸
錫
憲
は
、
後
で
見
る
よ
う
な
朴
鐘
鴻
に
代
表
さ
れ
る
「
民
族
」
言
説
に

対
し
て
も
批
判
を
加
え
て
い
る
（
同
、
四
四
一
頁
以
下
）。

　（
37
）
同
、
二
〇
六
頁
。

　（
38
）
朴
鍾
鴻
「
新
し
い
歴
史
の
創
造

―
維
新
時
代
の
基
調
哲
学
」（
初
出
：『
維


