
二
―
世
紀
を
迎
え
た
今
日
の
低
界
に
は
、
平
和
に
生
活
す
る
人
々
が

い
る
一
方
で
、
民
族
、
宗
教
間
の
対
立
や
紛
争
、
テ
ロ
と
い
っ
た
間
題

に
直
面
し
て
い
る
人
々
も
お
り
、
こ
の
よ
う
な
実
状
に
対
し
て
、
国
際

的
な
解
決
に
向
け
た
取
組
と
平
和
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
国
際
情
勢
の
中
で
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
い
か
に
こ
の
よ
う

な
問
題
に
対
処
し
、
貢
献
し
て
い
く
か
が
重
要
な
諜
題
と
な
っ
て
い
る
。

我
が
国
と
し
て
の
取
組
は
、
こ
れ
ま
で
は
経
済
支
援
や
入
道
支
援
が
中

心
で
あ
っ
た
が
、
今
後
は
文
化
交
流
を
通
じ
た
相
互
理
解
、
共
存
の
道

を
探
っ
て
い
く
と
い
う
視
点
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
世
界
の
多

く
の
国
々
と
文
化
交
流
を
進
め
、
お
互
い
の
よ
い
所
を
知
り
、
尊
散
し

合
っ
て
い
く
と
い
う
姿
勢
が
大
切
で
あ
る
。

こ
う
し
た
観
点
で
我
が
国
に
お
け
る
文
化
交
流
の
状
況
を
考
え
る
と
、

こ
れ
ま
で
日
本
は
悔
外
文
化
を
輸
入
す
る
こ
と
を
中
心
に
考
え
、
日
本

文
化
を
海
外
に
発
信
す
る
点
で
は
積
極
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か

c)

た
だ
、
海
外
の
文
化
を
即
り
入
れ
る
こ
と
で
日

本
の
文
化
を
維
持
し
、
こ
れ
を
昇
華
し
て
、
さ
ら
に
日
本
的
な
も
の
を

生
み
出
し
て
い
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

私
は
日
本
の
神
話
に
そ
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

て
い
る
。
日
本
の
神
話
は
、
圧
倒
的
排
他
的
な
価
値
が
中
心
に
存
在
し

な
い
「
中
空
構
造
」
と
な
っ
て
お
り
、
絶
対
的
な
神
標
が
い
な
い
代
わ

り
に
周
り
の
神
様
が
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
こ

う
し
た
「
中
空
構
遥
」
の
文
化
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
で
多
様

な
文
化
が
共
存
し
て
い
く
必
要
の
あ
る
ニ
一
世
紀
の
世
界
に
対
し
、
重

要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
。

こ
こ
で
、
国
際
文
化
交
流
に
つ
い
て
文
化
庁
と
し
て
の
施
策
を
紹
介

文
化
庁
で
は
、
世
界
の
人
々
の
日
本
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
て
も
ら

う
と
と
も
に
、
世
界
の
芸
術
家
や
文
化
人
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
、

協
力
を
推
進
し
て
い
く
た
め
、
「
文
化
庁
文
化
交
流
使
」
事
業
と
「
国
際

文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
事
業
を
実
胞
し
て
い
る
。

こ、。

し
斗
ー
し

えふ頭パ言塗

平
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今後の国際文化交流のあり方日本文化発信の重要性と課題

「
文
化
交
流
使
」
は
一
定
期
間
洵
外
に
滞
在
し
活
動
す
る
も
の
で
、
単

発
の
公
演
の
み
に
よ
り
日
本
文
化
を
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
文
化
交

流
使
自
磨
が
海
外
の
生
活
の
中
に
溶
け
込
み
な
が
ら
、
日
本
の
文
化
を

紹
介
で
き
る
と
こ
ろ
が
強
み
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
の
伝
統
芸
能
で
あ

る
院
や
歌
舞
伎
に
つ
い
て
も
、
演
じ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
歴
史
、

背
景
、
衣
装
、
道
具
の
意
味
な
ど
を
あ
わ
せ
て
紹
介
す
る
こ
と
で
理
解

を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
日
本
古
来
の
伝
統
文
化
だ

け
で
は
な
く
、
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
等
の
メ
デ
ィ
ア
芸
術
、
落
語
な
ど
の

大
衆
文
化
ま
で
幅
広
く
紹
介
す
る
こ
と
で
、
い
ま
隆
盛
を
極
め
て
い
る

旬
の
日
本
文
化
、
さ
ら
に
は
日
本
人
の
生
き
方
ま
で
を
伝
え
る
こ
と
に

つ
な
か
っ
て
い
る
。
先
日
、
文
化
交
流
使
と
し
て
海
外
で
活
躍
し
た
落

語
家
の
方
が
「
落
臣
を
見
て
、
日
本
人
も
ジ
ョ
ー
ク
を
言
う
の
か
と
驚

か
れ
た
」
と
話
し
て
い
た
が
、
日
本
人
に
対
す
る
固
定
観
念
や
偏
見
を

変
え
る
た
め
に
も
、
日
本
文
化
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
紹
介
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

日
際
文
化
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
は
、
徊
籠
年
海
外
の
著
名
な
文
化
人
忽
芸

術
家
を
関
西
地
域
を
中
心
に
招
へ
い
し
、
文
化
の
多
様
性
を
テ
ー
マ
に

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
議
論
を
深
め
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
国
難
に
直

面
す
る
中
東
問
題
に
関
し
、
パ
レ
ス
チ
ナ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
と
ア
メ
リ
カ

の
文
化
人
が
一
堂
に
会
し
、
平
和
に
つ
い
て
語
る
座
談
会
も
あ
り
、
政

治
的
な
面
で
は
雛
し
い
間
題
を
抱
え
て
い
る
場
合
で
も
、
文
化
交
流
と

い
う
観
貞
か
ら
対
話
を
進
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
こ
と
を
実
感
さ
せ

て
く
れ
る
。
そ
の
他
、
各
国
の
神
話
と
文
化
の
関
連
性
に
つ
い
て
議
論

し
た
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
美
術
、
文
学
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
り
と
た

い
へ
ん
興
味
深
い
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
会
場
を
法
隆
寺

や
三
重
県
の
賓
日
朗
な
ど
日
本
の
伝
統
的
な
建
築
物
や
文
化
財
で
あ
る

崩
設
で
開
催
す
る
こ
と
で
、
日
本
の
生
活
や
文
化
に
触
れ
な
が
ら
訊
鰺

を
深
め
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
、
外
国
人
ゲ
ス
ト
に
も
た
い
へ
ん
好

評
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。

ま
た
、
国
際
文
化
交
流
で
も
う
一
っ
重
要
な
課
題
は
、
近
隣
諸
国
と

の
交
流
で
あ
る
。
特
に
韓
固
、
中
国
と
は
政
治
的
な
面
で
は
困
難
な
問

題
も
あ
る
が
、
文
化
の
面
の
交
流
は
よ
り
一
層
緊
密
に
し
て
は
ど
う
か

と
思
う
。
と
打
わ
け
、
国
民
一
人
ひ
と
り
か
他
国
の
国
民
と
じ
か
に
触

れ
あ
う
草
の
根
的
な
交
流
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。

昨
年
は
日
韓
友
情
年
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
私
自
磨
何
度
か
韓
国
を

訪
間
す
る
こ
と
が
で
き
、
韓
国
の
文
化
人
と
も
直
接
話
を
す
る
機
会
が

多
く
あ
っ
た
が
、
文
化
交
流
は
ど
ん
ど
ん
進
め
よ
う
と
い
う
点
で
は
常

に
意
見
が
一
致
し
た
。
日
本
で
は
ド
ラ
マ
、
映
画
の
聾
流
ブ
ー
ム
、
韓

国
で
は
日
本
の
小
説
が
日
流
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
人
気
が
あ
り
、
相
互
の

文
化
の
理
解
と
交
流
が
定
着
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
背
景
に
は

互
い
の
文
化
に
興
味
と
関
心
が
あ
り
、
相
手
の
文
化
や
生
活
を
も
っ
と

知
り
た
い
と
い
う
考
え
が
あ
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
近
で
は
、

互
い
の
こ
と
を
学
ぶ
だ
け
で
な
く
、
例
え
ば
演
劇
の
分
野
な
ど
で
は
日

輯
の
創
作
者
が
共
同
し
て
作
品
を
作
り
上
げ
る
例
が
生
ま
れ
る
な
ど
、

日
韓
で
新
し
い
文
化
を
創
り
あ
げ
、
世
界
に
発
信
す
る
と
い
う
取
組
も

始
ま
り
、
新
た
な
局
面
に
入
っ
た
と
実
感
し
て
い
る
。
日
韓
の
文
化
交

流
で
は
若
者
を
中
心
に
新
し
い
展
間
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

国
と
国
と
の
関
係
は
難
し
い
も
の
で
、
簡
単
に
現
下
の
状
況
を
打
開

す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
は
十
分
認
識
し
て
い
る
が
、
文
化
交
流
は
政

治
を
超
え
る
力
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
心
の
交
流
を
続
け
て
い

く
こ
と
で
世
界
に
平
和
が
訪
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

（
平
成
一
八
年
八
月
七
日
執
筆
）
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