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第
２
部
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「

 21
世
紀
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
と
ア
ジ
ア
諸
地
域
の
世
俗
化
」
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21
世
紀
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
に
つ
い
て

ジ
ャ
ン
・
ボ
ベ
ロ

（
翻
訳
＝
羽
田
正
）

Ⅰ
　
宣
言
の
意
義
と
作
成

　「
ラ
イ
シ
テ
」
と
い
う
語
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
八
七
〇
年
代
に
現
れ
た
。
よ
く
似
た
単
語
が
い
く
つ
か
の
言
語
に
存
在
し
て

お
り
（
例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
語
のlaicidad

、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
のlaicidade

、
イ
タ
リ
ア
語
のlaicita

、
ト
ル
コ
語
のlaiklik

）
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

法
廷
は
そ
の
判
決
に
際
し
て
と
き
に
こ
れ
を
典
拠
と
す
る
。
英
語
で
記
さ
れ
る
国
際
的
な
文
書
で
は
、laïcité

（
以
下
、
ラ
イ
シ

テ
）
はsecularism

、laïque

（laïcité

の
形
容
詞
、
以
下
、
ラ
イ
ッ
ク
）
な
国
家
はsecular State

と
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
最
近
は
、
新

語
で
あ
るlaicity

も
学
術
的
な
著
作
の
中
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
多
く

が
ラ
イ
シ
テ
と
は
「
フ
ラ
ン
ス
的
例
外
」
で
あ
る
と
信
じ
て
お
り
、
異
な
っ
た
国
々
の
多
く
の
人
々
に
も
そ
う
信
じ
こ
ま
せ
て

い
る
。

　
こ
の
世
間
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
メ
キ
シ
コ
人
ロ
ベ
ル
ト
・
ブ
ラ
ン
カ
ル
テ
、
カ
ナ

ダ
人
ミ
シ
ュ
リ
ー
ヌ
・
ミ
ロ
、
そ
れ
に
私
と
い
う
ラ
イ
シ
テ
に
関
す
る
著
作
を
持
つ
三
人
の
社
会
学
者
、
大
学
教
授
が
、
二
一

世
紀
世
界
ラ
イ
シ
テ
宣
言
と
い
う
考
え
方
を
打
ち
出
し
た
。
研
究
や
著
述
、
学
問
的
（
同
時
に
市
民
的
）
関
心
か
ら
ラ
イ
シ
テ
の
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概
念
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
多
く
の
国
の
大
学
人
が
こ
の
宣
言
に
署
名
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
。
問
題
は
そ
れ
を
発
表
す
る

方
法
に
つ
い
て
世
界
的
な
合
意
を
得
る
こ
と
だ
っ
た
。

　
フ
ラ
ン
ス
の
政
教
分
離
百
周
年
は
、
ラ
イ
シ
テ
が
フ
ラ
ン
ス
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
言
す
る
好
機
と
思
わ
れ
た
の

で
、
作
成
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
二
〇
〇
五
年
一
二
月
九
日
（
政
教
分
離
法
採
択
の
ち
ょ
う
ど
百
年
目
の
日
）
に
フ
ラ
ン
ス
上
院
で
発

表
さ
れ
、
そ
の
大
要
は
日
刊
紙Le M

onde

で
紹
介
さ
れ
た
。
上
述
の
三
人
の
主
執
筆
者
と
こ
の
集
会
を
主
宰
し
た
ベ
ル
ギ
ー

人
の
教
授
で
大
臣
の
エ
ル
ヴ
ェ
・
ア
ス
カ
ン
の
ほ
か
に
、
テ
キ
ス
ト
の
作
成
に
協
力
し
たAlex H

argreaves

（
英
国
）
、Jérém

y 

G
unn

（
米
国
）
、Fortunato M

allim
aci

（
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
）
、K

im
 H

ien N
guyen

（
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
）
、Ingw

ill Plessner

（
ノ
ル
ウ
ェ
ー
）
、

N
icolas Schabourov

（
ロ
シ
ア
）
が
こ
の
発
表
に
同
席
し
た
。
予
算
と
時
間
的
制
約
の
た
め
に
招
待
者
の
数
は
制
限
せ
ざ
る
を
え

ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
と
他
の
国
々
）
が
半
数
以
上
を
占
め
て
は
い
る
が
、
南
北
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
か
ら
の
参
加

者
も
い
る
。
こ
れ
は
署
名
の
地
理
的
な
分
布
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
。
当
時
署
名
数
は
二
一
七
で
、
そ
の
後
も
署
名
者
が
相
次

い
だ
が
、
三
〇
カ
国
、
二
五
〇
人
の
署
名
の
段
階
で
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
事
務
局
を
継
続
的
に
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
か

ら
で
あ
る
。

　
宣
言
の
テ
キ
ス
ト
は
、
上
述
の
発
表
同
席
者
た
ち
の
言
語
で
も
記
さ
れ
、
そ
の
他
、
ア
ラ
ビ
ア
語
版
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
版
、

さ
ら
に
は
伊
達
聖
伸
氏
の
努
力
に
よ
っ
て
日
本
語
版
も
存
在
す
る
。
こ
の
宣
言
は
、
公
表
以
後
一
人
歩
き
を
は
じ
め
、
多
く

の
国
で
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。
テ
キ
ス
ト
は
国
際
的
な
会
合
や
政
治
的
な
議
論
の
場
で
参
照
さ
れ
て
い
る
。
シ
ラ
ク
大
統
領
の

発
案
で
二
〇
〇
六
年
九
月
に
パ
リ
で
開
か
れ
、
地
中
海
両
岸
と
ペ
ル
シ
ア
湾
諸
国
の
代
表
が
集
ま
っ
た
「
地
中
海
文
化
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
」、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
で
開
催
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
党
議
員
集
会
、
憲
法
に
ラ
イ
シ
テ
を
記
載
す
べ
き
か
を
考
え

る
た
め
の
メ
キ
シ
コ
議
会
で
の
議
論
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
大
学
で
の
研
究
集
会
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

特
に
ブ
ラ
ン
カ
ル
テ
氏
の
提
案
に
よ
っ
て
、
フ
ォ
ー
ド
財
団
の
支
援
を
受
け
な
が
ら
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
三
年
来
開
催
さ

れ
て
い
る
「
非
宗
教
的
（laïque

）
自
由
」
に
つ
い
て
の
一
連
の
集
会
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。
私
の
知
る
限
り
、
宣
言
は
ラ
テ
ン
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ア
メ
リ
カ
で
も
っ
と
も
反
響
を
呼
ん
で
い
る
。

　
も
う
一
つ
事
実
の
確
認
を
し
て
お
こ
う
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
共
同
作
品
で
あ
る
。
私
た
ち
は
次
の

よ
う
な
方
法
を
と
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
二
月
、
三
人
の
責
任
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
最
初
の
草
案
が
、
ラ
イ
シ
テ
に
関
係
す

る
研
究
教
育
を
行
い
、
市
民
生
活
で
も
関
わ
り
を
も
つ
数
十
人
の
大
学
人
に
送
付
さ
れ
た
。
計
画
へ
の
参
画
と
批
判
や
コ
メ
ン

ト
、
そ
れ
に
可
能
な
ら
関
心
を
持
ち
そ
う
な
他
の
研
究
者
に
文
案
を
転
送
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
人
へ
の
接
触

は
故
意
に
お
さ
え
ら
れ
た
。
目
的
が
ラ
イ
シ
テ
を
フ
ラ
ン
ス
固
有
の
も
の
と
す
る
見
方
か
ら
解
き
放
つ
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
何
度
も
や
り
取
り
が
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
は
数
回
修
正
さ
れ
た
。
九
月
の
新
学
期
開
始
時
に
は
最
終
版
が
出
来
上
が
っ
て
い

た
。
署
名
を
集
め
る
た
め
の
時
間
を
確
保
す
る
た
め
に
、
こ
の
時
点
で
私
た
ち
は
協
議
を
ス
ト
ッ
プ
し
た
。

　
大
学
人
が
細
部
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
で
、
私
た
ち
は
テ
キ
ス
ト
へ
の
署
名
が
、
各
条
文
の
一
語
一
語
へ

の
完
全
な
同
意
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
全
体
の
方
向
性
と
展
望
の
承
認
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
こ
の
た
め
、
宣
言
そ

の
も
の
へ
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
て
署
名
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
議
論
が
深
ま
る
の
は
こ
の
計
画
の
精

神
に
合
致
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
主
要
な
コ
メ
ン
ト
は
、
上
院
で
の
テ
キ
ス
ト
発
表
会
に
出
席
し
た
記
者
や
聴
衆
に
配
布
さ

れ
た
付
属
文
書
に
ま
と
め
ら
れ
、
そ
の
後
繰
り
返
し
公
表
さ
れ
て
い
る
。

Ⅱ
　
宣
言
の
方
向
性

　
こ
の
集
団
で
の
宣
言
作
成
の
過
程
で
議
論
に
な
っ
た
の
が
、
草
案
で
提
示
さ
れ
た
ラ
イ
シ
テ
の
概
念
よ
り
も
宣
言
の
性
格
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
意
味
深
長
で
あ
る
。
あ
る
人
は
出
来
る
だ
け
多
く
の
署
名
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
原
則
だ

け
の
短
い
宣
言
と
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
他
の
人
は
、
テ
キ
ス
ト
が
大
学
人
に
よ
っ
て
起
草
さ
れ
署
名
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を

証
明
す
る
た
め
に
も
分
析
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
反
駁
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
大
学
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
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だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
ラ
イ
シ
テ
が
多
く
の
国
で
政
治
的
、
社
会
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
ま
た
知
の
運
動
と
し
て
の
研
究
の
対
象
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
示
し
た
か
っ
た
の
だ
。
私
た
ち
が
大
学
人

と
し
て
合
意
し
、
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
語
が
社
会
的
に
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
か
存
在
し
な
い
状
況
に
も
こ
の
概
念
を
適
用
で
き
る

よ
う
な
分
析
と
定
義
を
提
案
し
た
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
も
う
一
つ
、
私
た
ち
は
政
治
上
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
道
具
と

な
る
こ
と
や
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
圧
力
が
か
か
る
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
。
こ
れ
は
も
し
当
初
か
ら
学
問
的
基
準
に
よ
ら
ず
に

テ
キ
ス
ト
を
集
団
で
作
成
す
れ
ば
起
こ
り
え
た
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
宣
言
は
純
粋
に
学
問
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
ろ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
エ
ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
流
に
い
え
ば

「
実
践
理
論
」
の
範
疇
に
属
す
る
。
科
学
と
行
動
の
間
に
存
在
す
る
弁
証
法
的
な
緊
張
が
現
れ
た
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
り
、
署

名
者
は
「
大
学
人
で
あ
り
市
民
」
と
自
ら
を
定
義
す
る
（
前
文
）
。
こ
の
宣
言
は
権
利
の
宣
言
に
倣
っ
て
政
治
的
な
宣
言
の
形
式

を
取
る
。
同
時
に
、
問
題
を
整
理
し
、
時
を
超
え
た
、
ま
た
現
在
の
ラ
イ
シ
テ
の
試
練
を
示
す
。
こ
の
意
味
で
は
研
究
の
範
疇

に
も
属
す
る
。
さ
ら
に
、
二
一
世
紀
に
あ
る
べ
き
ラ
イ
シ
テ
の
姿
に
つ
い
て
の
討
議
を
提
案
す
る
。

　
宣
言
は
ま
ず
ラ
イ
シ
テ
の
根
本
と
な
る
原
則
に
つ
い
て
述
べ
る
。

1
．
民
主
主
義
的
な
公
的
秩
序
の
範
囲
内
で
、
国
家
が
信
条
の
自
由
と
そ
れ
を
個
人
や
集
団
で
実
践
す
る
こ
と
の
自
由
を
保
障

す
る
こ
と
の
必
要
性
と
こ
の
自
由
が
社
会
的
に
持
つ
意
味
（
第
1
条
）。

2
．
す
べ
て
の
宗
教
と
﹇
哲
学
的
﹈
信
条
（
こ
の
二
つ
の
単
語
の
組
み
合
わ
せ
は
、
人
権
宣
言
の
一
八
条
か
ら
来
て
い
る
）
に
つ
い
て
国
家

と
公
的
機
関
が
自
律
性
を
保
つ
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
宗
教
や
信
条
が
市
民
社
会
を
支
配
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
た

と
え
そ
こ
で
の
討
論
に
参
加
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
）（
第
2
条
）
。

3
．
権
利
を
行
使
す
る
際
の
平
等
、
非
差
別
の
原
則
、
こ
の
平
等
を
尊
重
す
る
た
め
の
合
理
的
な
妥
協
（
第
3
条
）
。
署
名
者

の
何
人
か
は
、「
合
理
的
な
妥
協
（
カ
ナ
ダ
起
源
の
法
概
念
で
、
と
り
わ
け
二
〇
〇
三
年
の
ス
タ
ズ
ィ
委
員
会
に
よ
る
報
告
で
言
及
さ
れ
て
い
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る
）
」
と
い
う
表
現
に
多
少
の
違
和
感
を
表
明
し
て
い
る
。
多
数
派
の
文
化
と
少
数
派
の
文
化
の
間
で
の
平
等
を
具
体
的
に
追

求
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
で
合
意
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
根
本
原
則
が
ま
ず
述
べ
ら
れ
た
後
の
第
4
条
で
、
ラ
イ
シ
テ
が
「
社
会
歴
史
的
、
地
政
学
的
に
様
々
な
局
面
で
の

こ
れ
ら
の
三
つ
の
原
則
の
調
和
」
と
定
義
さ
れ
る
。
実
際
、
ラ
イ
シ
テ
の
語
が
「
伝
統
的
に
使
用
さ
れ
ず
」、
し
か
し
、「
そ
う

と
は
っ
き
り
と
名
付
け
ら
れ
な
い
ま
ま
に
ラ
イ
シ
テ
へ
向
か
う
動
き
が
生
じ
て
い
た
」
（
第
7
条
）
国
々
の
人
々
が
理
解
で
き
る

よ
う
に
、
術
語
を
な
じ
ま
せ
、
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
進
め
方
を
と
っ
た
の
は
、
ラ
イ
シ
テ
を
実
体
的
で
固
定
し
た
も
の
と
と
ら
え
、
時
と
は
無
関
係
に
存
在
し
、
純

粋
な
概
念
な
の
だ
と
見
る
こ
と
を
拒
否
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
術
語
を
三
つ
の
要
素
に
分
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

れ
は
も
は
や
ラ
イ
ッ
ク
な
国
家
と
そ
う
で
は
な
い
国
家
の
間
に
全
面
的
な
二
項
対
立
的
分
断
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
な
り
、

実
際
の
社
会
の
「
宗
教
的
道
徳
的
多
様
性
」
や
、「
民
主
的
平
和
的
討
議
」（
前
文
）
に
結
び
つ
い
た
社
会
的
現
実
と
し
て
、
ま

た
国
、
分
野
、
時
代
に
よ
っ
て
多
少
力
点
の
置
き
方
が
異
な
る
一
つ
の
過
程
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
フ
ラ
ン
ス
上
院
で
宣
言
を
発
表
し
た
人
々
の
中
に
、
公
教
会
（
英
国
）
あ
る
い
は
国
教
会
（
ノ
ル

ウ
ェ
ー
）
が
存
在
す
る
国
の
出
身
者
が
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
驚
く
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
自
分
自
身
の
国
（
そ
れ
が
公
に
ラ
イ
ッ
ク

で
あ
る
場
合
も
含
め
て
）
で
変
化
の
支
持
者
で
あ
り
う
る
（
そ
れ
が
民
主
主
義
だ
！
）
こ
と
は
別
と
し
て
、
公
式
の
宗
教
が
存
在
す
る

場
で
も
ラ
イ
シ
テ
の
要
素
は
存
在
し
う
る
の
だ
。
第
5
条
は
正
に
「
ラ
イ
シ
テ
の
要
素
」
が
社
会
生
活
の
民
主
化
に
伴
っ
て

「
必
然
的
に
」
現
れ
る
こ
と
を
明
白
に
語
っ
て
い
る
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
例
を
と
る
な
ら
、
一
九
八
三
年
に
最
高
裁
判
所
は
、
堕

胎
を
認
め
る
法
に
関
す
る
牧
師
の
苦
情
を
受
け
、
国
の
法
は
そ
れ
が
国
教
で
あ
る
と
し
て
も
あ
る
宗
教
の
道
徳
基
準
に
合
致

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
明
言
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
宗
教
と
国
家
が
公
式
に
分
離
し
て
い
な
い
国
で
も
、
ラ

イ
ッ
ク
な
法
の
原
則
が
存
在
し
う
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
宣
言
で
は
、
ラ
イ
シ
テ
は
、「
ラ
イ
シ
テ
へ
と
向
か
う
動
き
」
の
結
果
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
（
第
5
、
7
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条
）
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
ラ
イ
シ
テ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
存
在
し
う
る
「
民
主
的
生
活
の
鍵
と
な
る
要
素
で
あ
る
」（
第

6
条
）
。

　
第
8
条
か
ら
第
11
条
は
、
論
議
す
べ
き
諸
点
を
整
理
し
て
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
中
に
は
、
宣
言
を
誤

解
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
第
8
条
は
「
市
民
宗
教
の
形
態
と
結
び
つ
い
た
�
市
民
の
聖
堂
�
の
存
在
」
に
触
れ
て

い
る
が
、
そ
の
こ
と
の
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
聖
堂
に
対
し
て
好
意
的
な
立
場
を
取
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
批
判
さ
れ
た
。

し
か
し
、
実
際
は
、
こ
れ
は
確
認
な
の
で
あ
り
、
宣
言
は
明
ら
か
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ラ
イ
ッ
ク
で
民
主
的
な
議
論
が
必
要

だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
市
民
聖
堂
」
の
問
題
は
日
本
で
特
に
重
要
で
あ
り
、
議
論
の
中
心
的
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
私
は

知
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
第
8
条
か
ら
第
11
条
は
、
テ
キ
ス
ト
へ
の
署
名
者
か
ら
出
さ
れ
た
主
要
な
問
題
を
示
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ら
の
問

題
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
そ
の
国
の
文
化
、
歴
史
、
現
在
の
社
会
的
、
政
治
的
、
宗
教
的
文
脈
（
特
に
宗
教
と
信
条
に
関
し
て
存
在
す
る

多
元
主
義
）
に
即
し
て
解
決
さ
れ
う
る
は
ず
だ
。
存
在
す
る
様
々
な
立
場
間
で
の
妥
協
が
し
ば
し
ば
成
立
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

ゆ
え
、
宣
言
は
ど
こ
で
で
も
適
用
で
き
る
よ
う
な
処
方
を
抽
象
的
に
記
し
て
は
い
な
い
。
反
対
に
、
指
導
原
理
を
示
し
て
い

る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
適
用
さ
れ
る
解
決
策
は
、「
不
変
」
で
は
な
く
「
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
、
継
続
的
に
議
論
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
（
第
8
条
）
。
ま
た
、「
信
条
の
自
由
」「
政
治
と
社
会
の
自
律

性
」
と
「
非
差
別
」
が
最
良
の
解
決
策
を
導
き
だ
す
た
め
の
糸
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
。

　
宣
言
は
か
く
し
て
確
認
と
態
度
の
表
明
で
あ
る
一
つ
の
結
論
へ
と
至
る
。「
い
か
な
る
国
に
も
、
い
か
な
る
社
会
に
も
、
絶

対
的
な
ラ
イ
シ
テ
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ラ
イ
シ
テ
に
関
し
て
も
た
ら
さ
れ
る
様
々
な
回
答
は
決
し
て
等
価
で
は
な
い

（
第
11
条
）
」。
教
条
主
義
的
な
態
度
と
ラ
イ
シ
テ
の
一
貫
性
を
喪
失
さ
せ
か
ね
な
い
相
対
主
義
を
避
け
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
重

の
明
言
が
必
要
不
可
欠
な
の
だ
。
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宣
言
の
後
半
部
（
11
条
か
ら
18
条
）
で
は
、「
二
一
世
紀
に
立
ち
向
か
う
べ
き
主
要
な
課
題
」
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
。
第
12
条

に
よ
る
と
、「
基
本
的
権
利
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
内
容
は
、
最
初
の
権
利
の
宣
言
以
来
、
か
な
り
の
発
展
を
遂
げ
て
き

た
」
そ
し
て
、
人
間
の
尊
厳
の
平
等
の
意
味
が
様
々
な
回
答
の
中
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
や
ご
く
短
い

期
間
を
除
い
て
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
権
利
の
宣
言
は
と
り
も
な
お
さ
ず
奴
隷
制
の
廃
止
を
導
き
は
し
な
か
っ
た
し
、
ま
し
て
や

男
女
間
の
不
平
等
を
終
わ
ら
せ
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
原
則
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
権
利
を
完
全
に
実
現
す
る
た
め

の
戦
い
が
可
能
に
な
っ
た
。

　
現
在
の
課
題
を
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宣
言
は
ラ
イ
シ
テ
と
い
う
発
想
を
練
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
く
し
て
、

そ
れ
は
「
柔
軟
性
を
欠
い
た
不
動
の
ま
ま
で
は
あ
り
え
ず
」（
第
13
条
）
、
宗
教
の
廃
止
で
は
な
く
、
宗
教
に
関
す
る
選
択
の
自

由
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
。「
宗
教
的
な
も
の
を
社
会
的
な
自
明
性
か
ら
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
押
し
つ
け
か
ら
切
り

離
す
こ
と
」
を
意
味
す
る
（
第
14
条
）
。
（
宗
教
の
政
治
的
押
し
つ
け
を
拒
否
す
る
と
い
う
点
で
は
完
全
に
意
見
が
一
致
す
る
何
人
か
が
、
彼
ら

に
と
っ
て
は
、
宗
教
は
所
与
の
社
会
の
自
明
性
の
一
部
と
な
り
う
る
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
る
。）「
冒
瀆
の
権
利
」
が
第
12
条
に
記
さ
れ

て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
人
か
が
署
名
を
拒
否
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
一
方
で
ラ
イ
シ
テ
へ
向
か
う
動
き
の
成
功
そ
の
も
の
が
（
そ
れ
は
宗
教
の
「
個
人
化
」
を
助
長
し
た
、
第
15
条
）
、

他
方
で
他
の
社
会
的
、
歴
史
的
な
諸
種
の
変
化
が
、
新
し
い
課
題
を
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
点
は
、
す
べ
て
の
署
名
者
が

一
致
し
て
認
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
宣
言
に
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
従
っ

て
、
私
の
コ
メ
ン
ト
は
ご
く
短
い
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、「
宗
教
お
よ
び
哲
学
的
な
信
念
は
社
会
的
に
は
文

化
資
源
の
場
を
構
成
し
」「
二
一
世
紀
の
ラ
イ
シ
テ
は
、
ち
ょ
う
ど
歴
史
の
な
か
で
現
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
ラ
イ
シ
テ

が
、
宗
教
的
多
様
性
と
政
治
的
・
社
会
的
な
紐
帯
の
統
一
性
と
を
調
和
さ
せ
る
す
べ
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、

文
化
的
多
様
性
と
政
治
的
・
社
会
的
な
紐
帯
の
統
一
性
を
う
ま
く
両
立
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
第
15
条
）
。
新

し
い
形
の
宗
教
表
現
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
宗
教
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
（
第
15
条
）
、
進
歩
を
信
じ
る
こ
と
か
ら
「
ル
ー
ツ
」
を
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特
権
化
す
る
態
度
（
さ
ら
に
、
過
去
へ
の
ま
な
ざ
し
を
特
権
化
す
る
こ
と
の
危
険
、
な
ぜ
な
ら
未
来
の
予
測
が
ま
す
ま
す
難
し
く
な
っ
て
い
る
か

ら
）
へ
の
移
行
（
第
16
条
）
、
国
家
の
激
動
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
建
設
、
全
世
界
的
に
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
新
し

い
安
全
観
）
の
た
め
に
、「
ラ
イ
シ
テ
と
社
会
的
公
正
の
間
の
新
し
い
関
係
」
を
築
く
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
最
終
条
で
あ
る
第
18
条
で
は
、
世
界
観
の
複
数
性
が
豊
か
さ
と
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
状
況
で
の
市
民
的
な
平
和
の
文
化
、
す

な
わ
ち
国
際
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
一
種
の
ラ
イ
ッ
ク
な
協
定
に
寄
与
す
る
た
め
に
、「
動
的
で
創
意
に
富
む
ラ
イ
ッ
ク
な
見

方
」
の
必
要
性
が
説
か
れ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
ラ
イ
シ
テ
は
、
特
定
の
場
合
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
的
な
見
方
と
と

も
に
維
持
さ
れ
う
る
臍
の
紐
を
す
べ
て
断
ち
切
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
の
宣
言
が
「
普
遍
（universelle

）
」
を
う
た
う
の
は

そ
れ
ゆ
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
変
転
す
る
普
遍
、
普
遍
的
な
地
平
と
文
化
の
多
様
性
で
あ
る
。
諸
文
明
の
出
会
い
が
こ

の
普
遍
主
義
の
新
し
い
見
方
に
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。


