
【
抄
録
】

大
本
は
、
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
代
に
お
け
る
日
本
の
宗
教
者
平
和
運
動
の
な
か

で
、
も
っ
と
も
ア
ク
テ
ィ
ヴ
な
活
動
を
お
こ
な
っ
た
集
団
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
世

界
連
邦
運
動
と
原
水
爆
禁
止
運
動
に
代
表
さ
れ
る
彼
ら
の
活
動
が
、
戦
前
期
に
お

け
る
聖
師
・
出
口
王
仁
三
郎
の
思
想
・
実
践
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
戦
前
│
戦
後
の
連
続
性
が
い
か
な
る
葛
藤
を

孕
み
、
戦
後
の
政
治
状
況
で
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
充

分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
、
大
本
の
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
従
来
の
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
を
批
判
的
に
検
討
し
、
こ
の
問
題
に
と
り
く
む
た
め
の
予
備
的
な
考
察

を
行
っ
て
い
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

大
本
、
民
衆
宗
教
、
平
和
運
動
、
世
界
連
邦
運
動
、
原
水
爆
禁
止

運
動

一

弾
圧
と
平
和

一
九
五
四
年
（
昭
和
二
九
）
一
一
月
、
第
二
回
世
界
連
邦
ア
ジ
ア
会
議
が
日
本

で
開
催
さ
れ
た
。
会
議
は
東
京
、
福
岡
、
長
崎
、
広
島
の
各
都
市
を
巡
回
し
た
あ

と
、
大
本
の
天
恩
郷
東
光
館
を
会
場
と
す
る
亀
岡
会
議
で
幕
を
閉
じ
た
。
亀
岡
会

議
の
閉
会
に
際
し
て
、
国
際
宗
教
同
志
会
委
員
長
の
牧
野
虎
次
（
一
八
七
一
〜
一

九
六
四
年
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
挨
拶
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

こ
の
度
の
ア
ジ
ア
会
議
が
、
東
京
で
始
つ
て
亀
岡
で
終
る
と
い
う
こ
と
は
、

ま
こ
と
に
意
味
深
長
で
あ
る
と
存
じ
ま
す
。
こ
の
大
本
の
主
唱
者
で
あ
ら
れ

る
出
口
聖
師
〔
王
仁
三
郎
、
以
下
〔

〕
内
は
引
用
者
注
〕
は
今
か
ら
三
十

年
程
前
か
ら
人
類
愛
と
、
世
界
平
和
を
叫
び
つ
ゞ
け
て
お
ら
れ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
れ
が
た
め
に
か
つ
て
は
、
非
常
な
弾
圧
と
迫
害
を
受
け
、
多
く
の

宗
教
の
開
祖
が
受
け
ら
れ
た
法
難
の
経
験
も
な
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

聖
師
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
傍
で
議
長
を
勤
め
て
お
ら
れ
る
出
口
〔
伊
佐
男
〕

総
長
も
ま
た
そ
の
ほ
か
の
当
時
の
幹
部
諸
君
も
法
難
を
経
験
せ
ら
れ
た
方
々

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
亀
岡
の
地
こ
そ
、
お
そ
ら
く
地
球
上
に
お
い
て
人
類
愛

と
世
界
平
和
を
叫
び
出
す
も
つ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
聖
地
の
一
つ
で
あ
る
と
存

（
�
）

じ
ま
す
。

戦
後
大
本
の
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
覚
え
書

永

岡

崇



牧
野
は
イ
ェ
ー
ル
大
学
神
学
校
出
身
の
キ
リ
ス
ト
者
で
、
戦
時
期
に
同
志
社
総
長

を
務
め
た
ほ
か
、
社
会
事
業
家
と
し
て
も
広
く
そ
の
名
を
知
ら
れ
、
戦
後
は
世
界

連
邦
運
動
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
た
。
他
方
、
同
い
年
の
出
口
王
仁
三
郎

（
�
）

（
一
八
七
一
〜
一
九
四
八
年
）
と
は
明
治
期
以
来
の
親
交
が
あ
り
、
戦
後
の
愛
善

苑
発
足
に
際
し
て
は
顧
問
を
引
き
受
け
る
な
ど
、
大
本
に
好
意
的
な
知
識
人
の
ひ

と
り
だ
っ
た
。

牧
野
は
い
う
、
王
仁
三
郎
は
「
三
十
年
程
前
か
ら
人
類
愛
と
、
世
界
平
和
を
叫

び
つ
ゞ
け
て
」、「
そ
れ
が
た
め
に
」、
国
家
か
ら
弾
圧
や
迫
害
を
受
け
た
、
だ
か

ら
こ
そ
、
大
本
の
拠
点
で
あ
る
亀
岡
は
「
お
そ
ら
く
地
球
上
に
お
い
て
人
類
愛
と

世
界
平
和
を
叫
び
出
す
も
つ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
聖
地
の
一
つ
」
な
の
だ
と
。
し
か

し
、
こ
れ
は
い
さ
さ
か
奇
妙
な
言
明
で
あ
る
。

王
仁
三
郎
が
「
三
十
年
程
前
か
ら
人
類
愛
と
、
世
界
平
和
を
叫
」
ん
で
い
た
こ

と
│
│
一
九
二
五
年
（
大
正
一
四
）
の
人
類
愛
善
会
創
立
│
│
は
事
実
で
あ
り
、

そ
の
後
大
本
が
「
非
常
な
弾
圧
と
迫
害
を
受
け
」
た
こ
と
│
│
一
九
三
五
年
（
昭

和
一
〇
）
の
第
二
次
弾
圧
事
件
│
│
も
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
こ

の
ふ
た
つ
の
事
実
を
因
果
関
係
で
結
ぶ
こ
と
（「
そ
れ
が
た
め
に
」）
は
、
ひ
か
え

め
に
い
っ
て
短
絡
的
で
あ
り
、
よ
り
率
直
に
い
え
ば
歴
史
の
捏
造
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
右
翼
や
軍
部
と
結
び
つ
い
た
（
超
）
国
家
主
義
運
動
と
し
て
の
大
本
／
昭
和

神
聖
会
の
実
力
を
警
戒
し
た
内
務
省
と
、
王
仁
三
郎
／
大
本
の
思
想
の
根
本
的
な

異
端
性
を
問
題
視
し
た
司
法
省
、
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
と
し
て
も
、「
人
類
愛
」

や
「
世
界
平
和
」
の
主
張
と
「
法
難
」
を
直
結
さ
せ
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
実
態

に
即
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
う
し
た
誤
謬
を
犯
し
て
い
た
の
は
牧
野
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ

れ
は
、
一
九
四
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
、
宗
教
者
に
よ
る
平

和
運
動
の
推
進
力
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
大
本
・
人
類
愛
善
会
が
、
み
ず

か
ら
の
活
動
を
根
拠
づ
け
る
基
礎
的
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
採
用
し
て
い
た
も
の

で
あ
る
。
戦
後
の
世
界
連
邦
運
動
が
戦
前
の
人
類
愛
善
運
動
と
結
び
あ
わ
さ
れ
、

大
本
の
「
法
難
」
と
い
う
経
験
は
人
類
愛
と
世
界
平
和
の
象
徴
と
な
っ
て
、
戦
時

期
の
空
白
を
埋
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

社
会
運
動
を
力
づ
よ
く
推
進
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
往
々
に
し
て
シ
ン
プ

ル
な
論
理
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
う
し
た
欲
望
に
応
え
る
も
の

と
し
て
、
大
本
の
「
法
難
」
を
め
ぐ
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
機
能
し
た
。
精
力
的
な
平

和
運
動
を
支
え
た
創
造
的
誤
謬
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
基
礎
的

な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
歴
史
的
意
味
を
よ
り
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
な
問
い
を
対
置
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
戦
後
の
大
本
・
人
類
愛
善
会
が
戦
前

期
の
そ
れ
を
引
き
継
い
で
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
王
仁
三
郎
の
多
様
な
思
想
・
実

践
の
な
か
の
ど
の
部
分
を
継
承
し
、
ど
の
部
分
を
否
定
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

あ
ま
つ

ひ
つ
ぎ

は
す
べ
て
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で
い
る
の
か
。
た
と
え
ば
「
天
津
日
嗣
天
皇
の

み

い

づ

御
稜
威
」
に
よ
る
「
世
界
大
家
族
制
度
」
と
い
う
大
正
維
新
／
皇
道
維
新
の
理
想

（
�
）

（「
大
正
維
新
に
就
て
」／「
皇
道
維
新
に
就
て
」）
や
、「
満
洲
国
」
建
国
を
神
の
経

こ
と
ほ

綸
の
実
現
と
し
て
言
祝
い
だ
三
〇
年
代
前
半
の
運
動
展
開
を
、
戦
後
の
状
況
の
な

か
で
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
、
評
価
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
り
う
べ
き
ひ
と
つ
の
解
釈
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
信
教
の
自
由
を

制
限
し
、
天
皇
崇
拝
を
人
び
と
に
強
制
し
た
近
代
天
皇
制
国
家
の
な
か
で
生
き
延

び
る
た
め
に
、
王
仁
三
郎
は
み
ず
か
ら
の
思
想
に
国
体
論
的
・
帝
国
主
義
的
な
カ

ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
を
施
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
の
過
酷
な
「
法
難
」

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
六
号

二
〇



の
時
期
を
潜
り
ぬ
け
て
、
よ
う
や
く
彼
の
本
来
の
人
類
愛
善
思
想
が
日
の
目
を
み

る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
と
。
こ
の
説
明
は
一
定
の
説
得
力
を
も
つ
も
の
の
、
そ
の

カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
の
範
囲
や
程
度
が
明
確
に
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
破
滅
的
な
戦
争

を
正
当
化
し
た
帝
国
日
本
の
政
治
│
宗
教
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
王
仁
三
郎
の
宗
教

│
政
治
的
思
想
・
運
動
と
の
親
和
性
に
つ
い
て
の
疑
念
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
払
拭

で
き
な
い
。
牧
野
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
は
こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
な
く
、
平

和
主
義
者
と
し
て
の
王
仁
三
郎
と
弾
圧
の
加
害
者
と
し
て
の
国
家
と
を
明
快
に
対

立
さ
せ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
解
釈
は
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
の
問
い
を
招
き
入
れ
る
。
戦
前
に
お
け
る
大

本
・
人
類
愛
善
会
の
思
想
・
運
動
が
近
代
天
皇
制
国
家
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
が
、
戦
後
の
平
和
運
動
も
ま
た
、
べ
つ
の
政
治
状
況
に

よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
、
限
定
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
じ
つ
の
と

こ
ろ
、
世
界
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
と
踵
を
接
し
て
、
冷
戦
と
い
う
名
の
新

た
な
戦
争
に
突
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
米
国
の
東
ア
ジ
ア
戦
略
に
組
み
入
れ

ら
れ
た
日
本
で
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
社
会
の
分
断
や
対
立
が
深
ま
っ
て
い

た
。平

和
を
叫
ぶ
言
説
で
す
ら
│
│
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
│
│

冷
戦
の
構
造
に
深
く
規
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
牧
野
あ

る
い
は
戦
後
大
本
の
基
礎
的
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
そ
の
も
の
が
、
戦
後
の
政
治
的
・
社

会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
人
類
愛
善
思
想
の
読
み
替
え
の
実
践
の
産
物
な
の

だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
滑
ら
か
で
耳
障
り
の
よ
い
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
に
よ
っ
て
覆

い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
ノ
イ
ズ
を
掘
り
起
こ
す
と
と
も
に
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
欲
望

し
、
生
産
し
、
受
容
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
た
者
た
ち
の
間
で

生
起
す
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
解
読
し
て
い
く
こ
と
で
、
戦
後
大
本
の
平
和
運
動
の

歴
史
的
位
相
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
時

に
そ
れ
は
、
大
本
へ
の
シ
ン
パ
シ
ー
を
表
明
し
た
牧
野
の
よ
う
な
知
識
人
の
歴
史

観
や
平
和
観
を
批
判
的
に
検
証
す
る
試
み
に
も
な
る
は
ず
だ
。
本
稿
で
は
、
大
本

の
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
従
来
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
批
判
的
に
検
討
し
、
こ
の
問
題
に

と
り
く
む
た
め
の
予
備
的
な
考
察
を
行
い
た
い
。

二

大
本
の
平
和
運
動
を
と
ら
え
る
た
め
の
ふ
た
つ
の
ス
ケ
ー
ル

（
�
）

ま
ず
は
、
戦
前
の
大
本
の
歩
み
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
一
八
九
二
年

（
明
治
二
五
）
に
神
が
か
り
し
、
神
の
言
葉
を
記
し
た
筆
先
を
書
き
な
が
ら
宗
教

活
動
を
行
っ
て
い
た
開
祖
・
出
口
な
お
と
、
霊
学
・
霊
術
を
得
意
と
す
る
聖
師
・

上
田
喜
三
郎
（
の
ち
の
出
口
王
仁
三
郎
）
と
が
出
会
い
、
二
人
の
思
想
・
実
践
が

と
き
に
対
立
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
の
が
、
初
期
大
本
の
活
動
で
あ
る
。
大

正
期
に
入
り
、
な
お
が
死
去
す
る
と
、
王
仁
三
郎
や
浅
野
和
三
郎
ら
を
中
心
に
立

替
え
立
直
し
と
呼
ば
れ
る
終
末
主
義
的
な
宣
伝
が
活
発
化
し
、
知
識
人
や
海
軍
士

官
な
ど
を
ふ
く
め
て
急
激
に
信
者
を
拡
大
し
て
い
く
が
、
そ
の
活
動
が
官
憲
の
警

戒
を
招
き
、
一
九
二
一
年
（
大
正
一
〇
）
に
王
仁
三
郎
ら
は
不
敬
罪
な
ど
の
容
疑

で
検
挙
さ
れ
る
（
第
一
次
大
本
事
件
）。

そ
の
後
、
大
正
天
皇
の
死
去
に
と
も
な
う
大
赦
に
よ
っ
て
免
訴
と
な
っ
た
王
仁

三
郎
ら
は
布
教
活
動
を
再
開
、
国
際
的
な
宗
教
提
携
や
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
普
及
運

動
を
推
進
す
る
一
方
、
満
蒙
問
題
へ
の
発
言
や
立
替
え
立
直
し
の
主
張
な
ど
で
も

注
目
を
集
め
て
い
く
。
三
四
年
（
昭
和
九
）
に
は
外
郭
団
体
・
昭
和
神
聖
会
を
結

成
し
、
軍
人
や
民
間
右
翼
団
体
と
提
携
し
な
が
ら
活
発
な
政
治
的
活
動
を
行
お
う

戦
後
大
本
の
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
覚
え
書
（
永
岡

崇
）
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と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
動
き
が
不
敬
罪
や
治
安
維
持
法
違
反
に
あ
た
る
と
し
て
、

三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
一
二
月
に
第
二
次
大
本
事
件
が
勃
発
し
、
王
仁
三
郎
以
下

幹
部
が
投
獄
さ
れ
、
教
団
施
設
は
破
壊
、
土
地
も
不
法
に
売
却
さ
れ
る
な
ど
、
徹

底
的
な
弾
圧
を
受
け
た
。
一
〇
年
に
わ
た
っ
て
裁
判
が
闘
わ
れ
た
末
、
敗
戦
に
よ

り
国
家
的
弾
圧
機
構
が
解
体
さ
れ
、
事
件
は
終
結
し
た
。
返
還
さ
れ
た
亀
岡
・
綾

部
の
土
地
で
、「
愛
善
苑
」
を
名
乗
っ
て
教
団
が
再
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
王

仁
三
郎
は
四
二
年
（
昭
和
一
七
）
夏
に
保
釈
出
所
し
、
戦
後
の
再
出
発
に
際
し
て

も
指
導
力
を
発
揮
し
た
が
、
四
六
年
夏
に
脳
出
血
で
倒
れ
て
し
ま
う
。
結
果
と
し

て
、
戦
後
教
団
の
運
営
は
妻
の
す
み
や
娘
婿
の
伊
佐
男
ら
を
中
心
と
す
る
集
団
指

導
体
制
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

大
本
を
め
ぐ
る
研
究
の
大
部
分
は
、
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎
と
い
う
両
教
祖
が

活
動
し
た
戦
前
期
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
少
数
な
が
ら
戦
後
の
平
和
運
動
を
論

じ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
検
討
し
な
が
ら
、
課
題
を
明
確
化
し
て

み
よ
う
。

文
化
人
類
学
者
の
梅
棹
忠
夫
が
『
中
央
公
論
』
で
の
連
載
「
日
本
探
検
」
に
お

い
て
大
本
を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
一
九
六
〇
年
（
昭
和
三
五
）
の
こ
と
で
あ
る
。

す
で
に
歴
史
学
の
分
野
で
は
、
村
上
重
良
『
近
代
民
衆
宗
教
史
の
研
究
』（
一
九

五
八
年
）
を
は
じ
め
と
す
る
大
本
研
究
の
成
果
が
現
れ
て
き
て
い
た
が
、
梅
棹
の

論
考
は
同
時
代
の
世
界
連
邦
運
動
や
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
普
及
運
動
に
着
目
し
、
そ

こ
か
ら
王
仁
三
郎
時
代
の
国
際
的
な
宗
教
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
人
類
同
胞
思
想
な

ど
、
時
間
や
空
間
を
自
在
に
行
き
来
し
な
が
ら
「
国
を
こ
え
、
民
族
を
こ
え
る
」

大
本
の
思
想
・
運
動
を
描
き
だ
す
手
法
に
お
い
て
際
立
っ
て
い
た
。

梅
棹
は
「
日
本
の
宗
教
団
体
の
平
和
運
動
は
、
た
い
て
い
は
き�

れ�

い�

ご�

と�

で
あ

っ
て
、
ほ
ん
の
「
お
つ
き
あ
い
」
の
程
度
の
も
の
が
多
い
」
の
に
た
い
し
て
、

「
大
本
に
と
っ
て
は
、
平
和
運
動
は
生
命
」
で
あ
り
、
彼
ら
は
「
共
産
党
と
と
も

に
、
日
本
に
お
け
る
も
っ
と
も
戦
闘
的
な
平
和
主
義
者
の
団
体
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
」
と
の
べ
て
、「
戦
闘
的
」
と
い
え
る
ほ
ど
の
平
和
運
動
が
、
六
〇
年
時
点

（
�
）

の
大
本
の
核
心
を
な
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
う
し
た
活
動
の
根
拠
を
求
め
て
、
梅

棹
は
王
仁
三
郎
初
期
の
著
作
『
道
の
栞
』（
一
九
〇
四
年
稿
）
に
遡
っ
て
い
る
。

そ
こ
に
萌
芽
的
に
み
ら
れ
る
世
界
主
義
や
人
類
同
胞
主
義
は
、
な
お
の
説
く
排
外

的
国
粋
主
義
と
は
相
容
れ
な
か
っ
た
が
、
彼
女
が
死
去
し
、「
第
一
次
世
界
大
戦

が
終
っ
て
、
ひ
と
び
と
が
心
底
か
ら
世
界
平
和
を
も
と
め
て
い
る
と
き
、
そ
の
勢

（
�
）

い
に
の
っ
て
」
一
挙
に
展
開
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ

て
、
戦
前
・
戦
後
の
連
続
性
を
強
調
し
て
い
る
。

今
日
に
い
た
る
ま
で
、
文
化
的
国
粋
主
義
と
人
類
同
胞
主
義
は
、
大
本
の
思

想
に
お
け
る
二
大
支
柱
と
な
っ
て
い
る
。
戦
後
、
復
興
に
つ
れ
て
、
一
方
で

は
純
粋
に
日
本
的
な
感
覚
の
世
界
を
深
め
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
国
を
超

え
、
民
族
を
超
え
て
、
世
界
連
邦
運
動
そ
の
ほ
か
の
国
際
平
和
運
動
に
ひ
じ

ょ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
揮
す
る
と
い
う
の
も
、
や
は
り
そ
れ
だ
け
の
歴
史

（
�
）

的
根
拠
が
あ
っ
た
。

大
本
が
交
流
・
提
携
し
て
き
た
バ
ハ
イ
教
や
道
院
・
紅
卍
字
会
、
ド
イ
ツ
白
旗

（
�
）

団
、
カ
オ
ダ
イ
教
な
ど
と
い
っ
た
「
世
界
の
新
興
宗
教
」
を
例
に
あ
げ
な
が
ら
、

梅
棹
ら
し
く
比
較
文
明
史
的
な
展
望
の
な
か
で
大
本
の
普
遍
主
義
を
位
置
づ
け
る

と
い
う
課
題
を
提
起
し
た
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
世
界
同

佛
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
二
十
六
号
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胞
主
義
に
立
つ
宗
教
運
動
が
各
国
で
現
れ
、
普
遍
主
義
に
よ
っ
て
国
家
を
こ
え
る

（
�
）

と
い
う
「
小
国
の
論
理
」
を
共
有
し
て
き
た
と
す
る
指
摘
は
、
近
年
の
ト
ラ
ン
ス

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
先
取
り
す
る
も
の
と
し
て
再
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
社
会
学
者
の
栗
原
彬
は
、「
戦
後
の
平
和
運
動
の
歴
史
に
と
っ
て
大
本

は
欠
か
せ
な
い
存
在
」
で
あ
り
、
そ
の
前
提
に
は
「
戦
前
か
ら
の
反
戦
思
想
の
展

開
お
よ
び
実
践
運
動
の
蓄
積
」
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
う
し
た
活
動

の
根
底
に
あ
る
原
理
を
探
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
彼
が
着
目
す
る
の
が
、
王
仁
三

郎
の
主
著
『
霊
界
物
語
』
で
あ
る
。
王
仁
三
郎
は
こ
の
作
品
の
な
か
で
、
中
世
以

来
の
民
衆
の
平
和
感
覚
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
そ
れ
を
独
自
の
思
想
と
し
て
結
実

さ
せ
た
の
だ
と
い
う
。
栗
原
は
物
語
に
現
れ
る
「
地
上
天
国
」
と
い
う
概
念
を
と

り
あ
げ
、
そ
れ
は
「
バ
ラ
色
の
理
想
郷
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

「
現
実
の
矛
盾
と
格
闘
す
る
意
思
」
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
の
べ
る
。『
霊
界
物

語
』
の
世
界
で
は
、
こ
の
「
地
上
天
国
」
の
発
想
が
、
ス
サ
ノ
オ
の
分
身
と
し
て

の
宣
伝
使
と
人
び
と
と
の
協
力
に
よ
る
「
平
和
な
小
さ
い
地
域
社
会
」
の
建
設
、

「
郷
」
の
創
建
と
い
う
方
向
へ
と
展
開
さ
れ
る
。
だ
が
重
要
な
の
は
、
王
仁
三
郎

が
「
郷
」
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
仕
立
て
上
げ
る
の
で
は
な
く
、「
郷
の
も
っ
て
い
る

両
義
性
を
冷
徹
に
と
ら
え
」
て
い
る
点
で
あ
る
。「
西
欧
型
の
近
代
化
が
も
た
ら

す
弊
害
に
つ
い
て
の
文
明
論
的
批
判
」
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、「
伝
統
的
な
共
同

体
そ
れ
自
体
も
よ
い
こ
と
づ
く
め
と
は
い
え
な
い
。
生
命
の
解
放
を
抑
止
す
る
側

面
が
あ
る
」
と
す
る
認
識
が
示
さ
れ
る
点
に
、
王
仁
三
郎
の
思
想
の
特
徴
が
あ
る

と
い
う
の
だ
。

で
は
、
王
仁
三
郎
が
め
ざ
す
世
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
栗
原
に
よ

る
な
ら
、
そ
れ
は
知
識
人
や
専
門
家
が
指
導
す
る
開
発
型
の
平
和
で
も
な
く
、
党

や
企
業
、
組
織
が
主
導
す
る
産
業
主
義
型
の
平
和
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
太
陽
光

や
空
気
、
水
と
い
っ
た
環
境
資
源
を
共
用
す
る
「
交
信
的
な
平
和
世
界
の
創
建
へ

の
希
望
」、
そ
し
て
そ
れ
を
め
ざ
す
民
衆
の
身
体
の
主
体
化
こ
そ
が
、『
霊
界
物

語
』
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、「
こ
う
し
た
民
衆
宗
教
の
平
和
観
の
構
造
は
、
民
衆
と
り
わ
け
抑
圧

さ
れ
て
い
る
民
衆
の
平
和
観
な
い
し
平
和
感
覚
の
構
造
に
通
底
し
て
」
お
り
、
そ

れ
は
「
自
発
的
に
退
行
的
な
、
自
律
的
に
引
き
こ
も
り
的
な
、
生
活
防
衛
的
な
そ

の
意
味
で
消
極
的
な
平
和＝

非
暴
力
観
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
た
ん
な
る
逃

避
の
よ
う
に
も
み
え
る
の
だ
が
、「
そ
の
引
き
こ
も
り
性
、
自
発
的
な
退
行
性
の

故
に
、
産
業
主
義
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
な
る
非
暴
力
主
義
的
な
ラ
イ
フ
・
ス
タ

イ
ル
を
導
く
潜
勢
力
を
ひ
そ
め
て
い
る
」
の
だ
と
、
栗
原
は
高
く
評
価
し
て
い

（

）
る
。梅

棹
と
栗
原
は
と
も
に
、
戦
後
大
本
の
平
和
運
動
を
ふ
ま
え
て
、
そ
の
源
流
を

王
仁
三
郎
の
思
想
や
実
践
│
│
栗
原
の
場
合
、
さ
ら
に
民
衆
の
平
和
感
覚
の
伝
統

に
遡
っ
て
い
る
が
│
│
に
求
め
て
い
る
。
だ
が
、
こ
う
し
て
戦
前
・
戦
後
の
平
和

思
想
・
運
動
を
無
媒
介
的
に
接
続
さ
せ
て
説
明
す
る
こ
と
は
妥
当
な
の
だ
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
、
ふ
た
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
は
ず
だ
。
ま
ず
、
王
仁
三
郎
自
身

の
思
想
の
揺
ら
ぎ
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
大
本
・
王
仁
三
郎
は
平
和
主
義
や
人
類

同
胞
主
義
を
唱
え
る
一
方
で
│
│
さ
き
ほ
ど
の
べ
た
よ
う
に
│
│
満
洲
事
変
を
積

極
的
に
評
価
し
、
天
皇
親
政
の
実
現
を
求
め
る
（
超
）
国
家
主
義
運
動
の
一
翼
を

担
っ
て
も
い
た
。
も
ち
ろ
ん
梅
棹
ら
も
、
こ
の
点
に
無
自
覚
で
あ
っ
た
わ
け
で
は

な
い
。
梅
棹
は
、
大
本
が
「
皇
道
大
本
」
と
名
乗
っ
て
い
た
時
期
が
あ
る
こ
と
に

戦
後
大
本
の
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
覚
え
書
（
永
岡

崇
）
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ふ
れ
て
、「
天
皇
制
国
家
に
対
す
る
妥
協
と
追
随
を
お
も
わ
せ
て
、
巧
妙
な
名
づ

け
方
」
だ
と
し
つ
つ
、「
そ
の
真
意
は
、
一
種
の
文
化
的
国
粋
主
義
の
宣
言
に
す

ぎ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
べ
、「
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、「
皇
道
」

詐
称
の
ゆ
え
を
も
っ
て
、
政
府
は
こ
の
名
を
禁
止
し
て
し
ま
っ
た
」
と
論
じ
て
い

（

）
る
。梅

棹
が
「
妥
協
と
追
随
」
を
大
本
の
「
真
意
」
か
ら
簡
単
に
切
り
離
し
て
し
ま

う
の
に
た
い
し
て
、
栗
原
の
議
論
は
よ
り
複
雑
で
あ
る
。
栗
原
は
、
大
本
・
王
仁

三
郎
の
思
想
体
系
の
う
ち
、
国
体
言
語
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
天
皇
制
国
家
の
護
持

や
対
外
膨
張
主
義
を
「
Ａ
セ
ク
タ
ー
」、
生
活
言
語
で
表
現
さ
れ
る
「
郷
」
の
創

建
や
人
類
同
胞
主
義
を
「
Ｂ
セ
ク
タ
ー
」
と
し
て
整
理
し
、「
Ｂ
セ
ク
タ
ー
は
Ａ

セ
ク
タ
ー
と
は
根
本
的
な
と
こ
ろ
で
相
反
し
て
い
る
」
と
す
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
大
本
・
王
仁
三
郎
は
「
Ａ
セ
ク
タ
ー
」
を
「
予
防
装
置
」
と
し
て
取
り
入
れ

る
こ
と
で
「
Ｂ
セ
ク
タ
ー
」
の
生
存
を
は
か
り
、「
国
体
へ
の
全
面
的
同
調
で
な

く
、
外
か
ら
の
国
体
へ
の
批
判
で
も
な
く
、
国
体
に
関
わ
り
な
が
ら
内
側
か
ら
国

（

）

体
を
つ
き
破
ろ
う
と
す
る
反
逆
と
救
済
の
道
」
を
構
想
し
た
と
い
う
の
だ
。
大
本

・
王
仁
三
郎
の
も
つ
両
義
性
を
と
ら
え
た
栗
原
の
分
析
は
魅
力
的
だ
が
、
第
二
次

弾
圧
あ
る
い
は
敗
戦
に
よ
る
近
代
天
皇
制
国
家
の
崩
壊
に
よ
っ
て
、「
予
防
装
置
」

た
る
「
Ａ
セ
ク
タ
ー
」
も
消
滅
し
た
と
い
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
明
確
な

説
明
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
戦
後
の
平
和
運
動
と
の
か
か
わ
り
で
と
り
あ
げ

ら
れ
る
の
は
、「
Ｂ
セ
ク
タ
ー
」
の
思
想
の
み
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
も
う
ひ
と
つ
の
疑
問
が
浮
か
び
上
が
る
。
戦
後
の
信
者
た
ち
が
王
仁

三
郎
の
思
想
・
実
践
を
ど
の
よ
う
に
読
み
な
お
し
、
解
釈
し
て
平
和
運
動
を
展
開

さ
せ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
し
て
彼
ら
の
読
み
な
お
し
の
実
践
を
規
定
し
た
地
政
学

的
条
件
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
矛
盾
や
葛
藤
が
生
起
し

た
の
か
、
梅
棹
と
栗
原
は
な
に
も
説
明
し
て
い
な
い
の
だ
。
梅
棹
の
場
合
は
比
較

文
明
史
的
な
視
点
の
広
が
り
に
よ
り
、
栗
原
の
場
合
は
大
本
の
行
動
や
思
想
の

（

）

「
原
理
」
へ
の
こ
だ
わ
り
の
ゆ
え
に
、
運
動
の
歴
史
的
変
容
へ
の
関
心
が
稀
薄
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
普
及
の
取
り
組

み
を
中
心
と
し
て
王
仁
三
郎
の
人
類
愛
善
思
想
を
論
じ
た
人
類
学
者
の
広
瀬
浩
二

郎
は
、
敗
戦
後
の
王
仁
三
郎
が
「
弾
圧
事
件
の
た
め
大
本
教
が
戦
争
協
力
し
な
か

っ
た
こ
と
を
喜
び
、
世
界
平
和
実
現
の
た
め
の
日
本
の
役
割
、
新
し
い
神
道
の
あ

り
方
を
提
唱
し
た
」
と
の
べ
、「
そ
れ
は
戦
前
の
現
人
神
の
帝
国
主
義
的
支
配
秩

序
下
で
は
曖
昧
か
つ
妥
協
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
教
義
の
本
質
を
、
自
ら

（

）

整
序
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。
人
類
愛
善
思
想
な
い
し
平
和
主
義

思
想
こ
そ
が
大
本
の
「
教
義
の
本
質
」
で
あ
り
、
敗
戦
と
と
も
に
そ
れ
を
全
面
的

に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
理
解
を
は
っ
き
り
と
打
ち
出

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
広
瀬
は
、「
大
本
教
の
平
和
運
動
を
リ
ー
ド
し
、『
大

本
七
十
年
史
』
編
纂
で
も
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
出
口
栄
二
氏
は
、
戦
前
の
全

集
〔『
出
口
王
仁
三
郎
全
集
』
高
木
鉄
男
発
行
、
一
九
三
五
年
〕
は
天
皇
制
に
配

慮
し
た
内
容
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
再
出
版
す
る
こ
と
は
王
仁
三
郎
へ
の
誤
解

を
惹
起
し
か
ね
な
い
と
警
告
し
て
い
る
」
と
記
し
、「
王
仁
三
郎
文
献
の
取
り
扱

（

）

い
に
は
慎
重
を
期
し
た
い
も
の
で
あ
る
」
と
コ
メ
ン
ト
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は

出
口
榮
二
ら
戦
後
の
信
者
た
ち
の
見
解
そ
の
も
の
が
歴
史
的
に
構
築
さ
れ
て
き
た

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
の
批
判
的
な
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
（
文
献
の
取
り
扱
い
に
慎
重
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
は
同
意
す

る
と
し
て
も
）。

佛
教
大
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総
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研
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こ
う
し
て
、
戦
後
大
本
の
平
和
運
動
を
出
口
王
仁
三
郎
の
思
想
に
よ
っ
て
説
明

し
よ
う
と
す
る
試
み
が
、
二
重
の
否
認
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
る
。
ひ
と
つ
は
王
仁
三
郎
の
天
皇
翼
賛
的
・
対
外
膨
張
主
義
的
主
張
と
の
連

続
性
の
否
認
、
も
う
ひ
と
つ
は
戦
後
平
和
運
動
を
担
っ
た
人
び
と
の
思
想
的
営
為

が
も
つ
創
造
性
の
否
認
で
あ
る
。
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
一
貫
性
を
損
な
う
要
素
を
あ
ら

か
じ
め
取
り
の
ぞ
い
て
い
く
こ
の
否
認
の
構
造
の
な
か
で
は
、�
平
和
�
と
い
う

（

）

理
念
は
、
歴
史
的
世
界
の
複
雑
性
か
ら
遊
離
し
た
「
お
守
り
言
葉
」
と
し
て
踊
り

つ
づ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
否
認
さ
れ
た
領
域
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
、
大
本
の
平
和
運

動
を
め
ぐ
る
調
和
的
な
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
を
撹
乱
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
平
和
を
め
ざ

す
宗
教
者
の
思
想
・
実
践
が
抱
え
こ
む
複
雑
さ
や
困
難
さ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
。
そ
う
し
た
作
業
を
潜
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、�
平

和
�
と
い
う
理
念
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
私
は
王
仁
三
郎
の
平
和
主
義
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ

ば
、
そ
の
精
神
が
戦
後
の
平
和
運
動
に
も
息
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
認
め
な

い
わ
け
で
も
な
い
。
こ
こ
で
提
起
し
て
い
る
の
は
、
大
本
の
一
貫
し
た
伝
統
と
し

て
の
平
和
主
義
│
│
王
仁
三
郎
の
人
類
愛
善
思
想
か
ら
世
界
連
邦
運
動
・
原
水
禁

運
動
へ
と
滑
ら
か
に
連
続
す
る
│
│
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
先
行
研
究
の
問
題
意

識
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
戦
後
の
政
治
的
・
社
会
的
状
況
に
規
定
さ
れ
た
運
動
の
展

開
を
具
体
的
に
考
え
る
た
め
に
、
も
う
ひ
と
つ
べ
つ
の
ス
ケ
ー
ル
（
も
の
さ
し
）

を
利
用
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
四
〇
年
代
後
半
に
始
ま
る
世

界
連
邦
運
動
か
ら
五
〇
年
代
な
か
ば
以
降
の
原
水
禁
運
動
、
そ
し
て
六
〇
年
代
の

方
向
転
換
へ
と
い
た
る
過
程
に
お
い
て
、
教
団
の
�
内
��
外
�
で
生
じ
る
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
が
平
和
運
動
の
あ
り
方
を
変
化
さ
せ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
な
お
や

王
仁
三
郎
の
遺
し
た
信
仰
遺
産
の
読
み
な
お
し
と
同
時
代
的
な
政
治
状
況
と
が
複

雑
に
入
り
組
ん
で
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
と
小
さ
な
ス
ケ

ー
ル
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
こ
と
で
、
そ
の
読
み
の
運
動
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を

（

）

と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

注（
１
）
牧
野
虎
次
「
新
世
界
創
造
の
�
陶
物
造
り
�
た
ら
ん
」『
愛
善
苑
』
一
九
五
五
年

一
月
号
、
八
頁
。

（
２
）
牧
野
虎
次
「
今
も
な
お
語
っ
て
い
る
│
│
瑞
生
の
み
祭
り
に
想
う
」『
愛
善
苑
』

一
九
五
九
年
一
〇
月
号
、
参
照
。
牧
野
と
王
仁
三
郎
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
飯

田
健
一
郎
氏
か
ら
多
く
を
学
ん
だ
。

（
３
）
神
霊
子
「
大
正
維
新
に
就
て
」『
神
霊
界
』
第
四
五
号
、
一
九
一
七
年
、
九
九

頁
、
出
口
王
仁
三
郎
『
皇
道
維
新
と
経
綸
』
天
声
社
、
一
九
三
四
年
、
一
頁
。

（
４
）
井
上
順
孝
ほ
か
編
『
新
宗
教
事
典
』
弘
文
堂
、
一
九
九
〇
年
、
参
照
。

（
５
）
梅
棹
忠
夫
「
日
本
探
検
（
第
二
回
）
綾
部
・
亀
岡
│
│
大
本
教
と
世
界
連
邦
」

『
中
央
公
論
』
第
八
六
七
号
、
一
九
六
〇
年
、
一
九
二
頁
。

（
６
）
前
掲
論
文
、
一
九
八
頁
。

（
７
）
前
掲
論
文
、
一
九
八
頁
。

（
８
）
前
掲
論
文
、
二
一
二
頁
。

（
９
）
前
掲
論
文
、
二
一
五
頁
。

（

）
栗
原
彬
「
民
衆
に
と
っ
て
の
平
和
│
│
民
衆
宗
教
大
本
の
平
和
思
想
を
緒
口
に
」

『
平
和
研
究
』
第
八
号
、
一
九
八
三
年
、
一
二
五
│
一
二
七
頁
。

（

）
梅
棹
「
日
本
探
検
（
第
二
回
）
綾
部
・
亀
岡
」、
一
九
六
頁
。

（

）
栗
原
彬
「
郷
の
立
替
え
立
直
し
│
│
出
口
王
仁
三
郎
」『
年
報
政
治
学
』
第
三
三

号
、
一
九
八
二
年
、
二
〇
七
頁
。

（

）
栗
原
「
民
衆
に
と
っ
て
の
平
和
」、
一
二
一
頁
。

戦
後
大
本
の
平
和
運
動
を
め
ぐ
る
覚
え
書
（
永
岡

崇
）

二
五



（

）
広
瀬
浩
二
郎
『
人
間
解
放
の
福
祉
論
│
│
出
口
王
仁
三
郎
と
近
代
日
本
』
解
放

出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
一
九
頁
。

（

）
前
掲
書
、
一
三
六
頁
。

（

）
鶴
見
俊
輔
「
言
葉
の
お
守
り
的
使
用
法
に
つ
い
て
」『
思
想
の
科
学
』
第
一
号
、

一
九
四
六
年
、
参
照
。

（

）
こ
こ
で
提
示
し
た
視
座
に
も
と
づ
く
具
体
的
な
運
動
分
析
を
、
以
下
の
論
考
で

行
っ
て
い
る
。
永
岡
崇
「
世
界
連
邦
主
義
と
大
本
」
大
谷
栄
一
編
『
戦
後
日
本
の

宗
教
者
平
和
運
動
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
研
究
（
平
成

〜

年
度
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
成
果
報
告
書
）』
佛
教
大
学
社
会
学
部
大
谷
研
究
室
、
二
〇

一
九
年
。

付
記本

研
究
は
科
研
費
（
１
６
Ｈ
０
３
３
５
７
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（
な
が
お
か

た
か
し

大
阪
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
招
へ
い
研
究
員
）

佛
教
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総
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研
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紀
要
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