
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・宗
教
を
ど
う
捉
え
る
か

開
か
れ
た
宗
教
を
目
指
し
て

は
じ
め
に

本
稿
は
一九
九
六
年
七
月
十
三
、十
四
両
日
開
催
さ
れ
た

全
国
若
手
哲
学
者
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
第
二
十
三
回
大
会
に
お
け
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
報
告
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。「宗
教
を

ど
う
捉
え
る
か
」と
い
う
提
題
の
下
行
わ
れ
た
こ
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
お
い
て
筆
者
は
、一ホ教
を
真
理
体
系
①
と
し
て
で

は
な
く
価
値
体
系
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
、わ不教

的
言
明
は
経
験
的
事
実
を
記
述
す
る
も
の
で
は
な
い
が
独
自

の
有
意
味
性
を
持
っ
て
お
り
、し
た
が
っ
て
主
観
的
信
念
の

表
明
に
過
ぎ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
行
為
主
体
の
関
心
を
基
礎

づ
け
る
際
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
得
る
、と
い
う
主
張

を
展
開
し
、ま
た
同
時
に
宗
教
的
言
明
は
事
実
に
関
す
る
言

明
で
は
な
い
の
だ
か
ら
行
為
主
体
の
関
心
を
離
れ
て
は
い
か

な
る
意
味
も
持
た
ず
、し
た
が
っ
て
宗
教
的
言
明
に
は
万
人

森
　
禎
徳

の
同
意
を
要
求
す
る
に
足
る
客
観
的
根
拠
は
な
い
、と
い
う

こ
と
で
、と不教
の
権
能
に
限
定
を
付
し
た
。

こ
の
報
告
の
論
旨
に
関
し
て
筆
者
は
一応
の
自
負
を
持
っ

て
い
た
が
、参
加
者
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
討
論
か
ら
学
び

得
た
こ
と
も
ま
た
、
大
き
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

と
り
わ
け
筆
者
が
痛
感
し
た
の
は
、一面明
な
い
し
命
題
の
様

相
と
そ
の
有
意
味
性
に
関
す
る
比
較
的
新
し
い
哲
学
史
上
の

成
果
を
、い
わ
ば
自
明
の
前
提
と
し
て
主
張
の
中
に
盛
り
込

ん
だ
こ
と
に
対
す
る
反
省
で
あ
る
。限
ら
れ
た
報
告
時
間
の

中
で
出
来
る
だ
け
多
く
の
情
報
を
伝
え
よ
う
と
す
る
余
り
議

論
の
展
開
が
性
急
に
流
れ
、そ
の
た
め
に
十
分
な
理
解
を
妨

げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
危

惧
は
、今
も
筆
者
の
念
頭
を
去
ら
な
い
。そ
こ
で
本
稿
に
お

い
て
は
こ
の
反
省
を
生
か
し
、現
代
の
宗
教
哲
学
に
お
け
る

′
■



議
論
の
水
準
を
諸
賢
と
共
有
し
得
る
よ
う
な
論
述
を
心
が
け

た
い
。

一　
ジ
ョ
ン
・ヒ
ツ
ク
の
宗
教
多
元
主
義

ジ
ョ
ン
・ヒ
ツ
ク
は
疑
い
も
な
く
現
代
宗
教
哲
学
の
一方

の
旗
頭
で
あ
る
と
い
え
る
。彼
の
体
系
は
Ｊ
不教
多
元
主
義

→ｏ一厨
す
易
●Ｆ
轟
Ｆ
旦
こ
と
呼
ば
れ
る
が
、フ」の
体
系
の
最

大
の
特
徴
は
宗
教
的
言
明
に
認
知
的
意
味
→
ｏ”ユ
一オ
①

日
ｏ菫
摯
じ
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
、と
い
わ
れ
る
。以
下

に
そ
の
宗
教
多
元
主
義
の
主
張
を
見
て
い
こ
う
。

ヒ
ッ
ク
の
宗
教
多
元
主
義
の
眼
目
は
、彼
自
身
が
カ
ン
ト

に
な
ぞ
ら
え
て
「諸
宗
教
の
神
学
の
コ
ベ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」

②
と
名
付
け
た
と
こ
ろ
の
、一小教
の
中
心
概
念
の
変
革
で
あ

る
。彼
は
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
が
「キ
リ
ス
ト
」を
中

心
と
し
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
諸
宗
教
と
の
相
互
理
解

の
可
能
性
を
欠
い
た
独
善
的
な
体
系
と
な
っ
て
い
た
、と
論

じ
る
。そ
し
て
こ
の
よ
う
な
見
地
に
基
づ
い
て
彼
は
キ
リ
ス

ト
教
を
キ
リ
ス
ト
中
心
か
ら
「究
極
的
実
在
分」】〓ヨ
２
Φ

卿８
Ｆ一こ
こ
な
い
し
「実
在
者
合ぎ
”８
ざ
す
な
わ
ち
神
中

心
の
体
系
へと
移
行
せ
し
め
、他
の
諸
宗
教
と
共
存
す
る
方

途
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、と
す
る
。ヒ
ッ
ク
の
見
地
か
ら

す
れ
ば
宗
教
は
す
べ
て
究
極
的
実
在
を
頂
点
に
置
く
体
系
で

あ
る
の
だ
か
ら
、こ
の
よ
う
な
変
革
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
、

イ
ス
ラ
ム
教
、仏
教
等
の
す
べ
て
の
宗
教
は
最
終
的
に
は
同

一の
最
高
存
在
を
巡
る
様
々
な
体
系
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
得
る
の
で
あ
る
。

従
来
の
キ
リ
ス
ト
中
心
の
神
学
が
キ
リ
ス
ト
教
の
唯
一的

な
正
当
性
を
主
張
す
る
「排
他
論
」か
、他
の
諸
宗
教
を
キ

リ
ス
ト
教
の
優
位
の
下
に
包
摂
す
る
「包
括
論
」
か
に
止

ま
っ
て
い
た
の
に
対
し
、ヒ
ッ
ク
の
唱
え
る
宗
教
多
元
主
義

は
キ
リ
ス
ト
教
の
み
が
真
な
る
宗
教
で
あ
る
と
頑
迷
に
主
張

す
る
こ
と
も
な
く
、ま
た
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
キ
リ
ス
ト
教
の

派
生
物
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
見
な
す
こ
と
も
な
い
、
か

え
っ
て
宗
教
多
元
主
義
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
い
わ
ば
同
族
集

団
と
捉
え
、す
べ
て
を
等
し
く
真
な
る
宗
教
と
見
な
す
こ
と

で
か
か
る
狭
い
理
解
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。し

か
し
ヒ
ッ
ク
の
こ
の
よ
う
な
考
え
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点

が
あ
る
ｏ
。筆
者
も
ま
た
筆
者
な
り
の
観
点
か
ら
ヒ
ツ
ク
の

宗
教
多
元
主
義
に
対
し
て
批
判
的
考
察
を
加
え
た
い
と
思
う
。

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、ヒ
ッ
ク
は
宗
教
的
言
明
に
認
知

的
意
味
を
認
め
て
い
る
。こ
の
た
め
彼
の
い
う
す
べ
て
の
宗

教
の
中
心
と
し
て
の
究
極
的
実
在
な
い
し
実
在
者
は
決
し
て

カ
ン
ト
的
意
味
に
お
け
る
理
念
で
は
な
く
、ま
さ
に
存
在
者

と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。認
知
的
意
味
を
持
つ
言

ｒ
υ



明
な
い
し
命
題
と
は
ま
さ
に
そ
の
命
題
が
真
で
あ
る
か
ま
た

は
偽
で
あ
る
か
が
検
証
可
能
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
、つ
ま

り
そ
の
命
題
が
事
実
に
関
す
る
言
及
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
神
の
存
在
証
明
が
不
可

能
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
が
（神
の
存
在
が
あ
り
得
な
い
と

い
う
議
論
と
は
全
く
異
な
っ
た
意
味
に
お
い
て
で
は
あ
れ
）

き
わ
め
て
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、を不教

的
言
明
に
認
知
的
意
味
を
認
め
る
か
ら
に
は
、ヒ
ッ
ク
は
そ

れ
な
り
の
論
証
を
手
に
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
論
証
の
役
割
を
果
た
す
の
が
「終
末
論
的
検
証

→
８
Ｆ詳
ｏざ
鴨
ｏ』
く弯
誅
８
澤
ヨ
と
に
他
な
ら
な
い
。

検
証
？
Ｒ
誅
８
一ざ
こ
と
い
う
用
語
は
、
論
理
実
証
主
義

Ｏｏｍ討
』
づ８
い一７
お
ヨ
）の
議
論
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。

エ
イ
ヤ
ー
な
ど
を
中
心
と
す
る
論
理
実
証
主
義
者
達
は
命
題

の
有
意
味
性
の
基
準
と
し
て
こ
の
検
証
と
い
う
方
法
を
採
用

し
た
。つ
ま
り
彼
ら
に
よ
れ
ば
有
意
味
な
命
題
は
分
析
的
命

題
か
、ま
た
は
経
験
的
に
検
証
可
能
な
命
題
の
み
で
あ
る
ｏ
、

と
い
う
こ
と
と
な
る
。フ」れ
が
今
世
紀
の
前
半
に
お
け
る
一

時
期
、
一世
を
風
靡
し
た
コ
思味
の
検
証
原
理
→
８
野
〕算
す
﹈

ＯＬ
お
ぼ
げ
♂
嘱ヨ
８
５，
９
」
で
あ
る
。ヒ
ッ
ク
は
こ
の
意
味

の
検
証
原
理
を
自
ら
の
立
場
に
取
り
込
む
の
だ
が
、例
え
ば

ポ
パ
ー
と
は
異
な
り
、彼
は
こ
の
意
味
の
検
証
原
理
を
反
証

可
能
性
（巴
∽誅
多
臓
■
い
と
を
組
み
合
わ
せ
よ
う
と
は
し

な
い
。
つ
ま
リ
ヒ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、命
題
の
中
に
は
そ
れ
が

真
で
あ
る
な
ら
ば
検
証
可
能
で
あ
る
が
、偽
で
あ
る
な
ら
ば

決
し
て
反
証
さ
れ
得
な
い
よ
う
な
も
の
が
あ
る
、と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。ヒ
ッ
ク
が
こ
の
よ
う
な
命
題
の
例
と
し
て
挙
げ

て
い
る
も
の
の
内
に
は
、「身
体
は
死
滅
し
て
も
意
識
は
存
続

す
る
で
あ
ろ
う
」と
い
う
も
の
が
あ
る
。ヒ
ッ
ク
に
よ
れ
ば

こ
の
命
題
は
身
体
の
死
後
人
間
は
様
々
の
意
識
的
経
験
を
す

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
仮
説
を
導
く
。し
た
が
っ
て
も
し
こ
れ

が
真
で
あ
る
な
ら
ば
「人
間
自
身
の
経
験
に
よ
っ
て
検
証
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
」ｏ
。し
か
し
も
し
こ
の
命
題
が
偽
で
あ
る

な
ら
ば
、決
し
て
経
験
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ヒ
ッ
ク
の
主
張
の
難
点
は
「経
験
」と
い
う

言
葉
の
意
味
に
あ
る
。通
常
意
味
の
検
証
原
理
が
い
う
経
験

と
は
現
実
世
界
に
お
け
る
経
験
で
あ
る
の
に
対
し
、ヒ
ッ
ク

は
死
後
の
経
験
を
取
り
上
げ
て
こ
れ
を
経
験
的
な
検
証
と
呼

ん
で
い
る
。
し
か
し
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
死
後
の
経
験
が

あ
っ
た
と
し
て
、そ
れ
が
い
か
に
し
て
現
実
世
界
に
お
い
て

経
験
さ
れ
得
る
の
か
、も
し
死
後
の
経
験
が
現
実
世
界
の
経

験
と
断
絶
し
て
い
る
な
ら
ば
、か
か
る
一般
的
に
は
不
可
知

の
経
験
を
経
験
と
呼
ん
で
よ
い
の
か
、こ
の
こ
と
に
対
し
て



ヒ
ッ
ク
は
答
え
な
い
ｏ
。け
た
し
不
可
知
論
な
い
し
無
神
論

に
陥
る
と
批
判
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
。し
た
が
っ
て
我
々

は
死
後
の
経
験
は
経
験
不
能
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
が
出
来

る
し
、フ」れ
に
よ
っ
て
終
末
論
的
検
証
は
事
実
的
性
格
よ
り

も
宗
教
的
性
格
を
持
った
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
得
る

で
あ
ろ
う
。ヒ
ッ
ク
が
こ
の
終
末
論
的
検
証
を
提
出
し
た
背

景
に
は
、あ
く
ま
で
も
宗
教
的
言
明
の
真
理
す
な
わ
ち
事
実

的
性
格
に
固
執
す
る
ヒ
ッ
ク
の
基
本
的
立
場
が
表
れ
て
い
る

と
い
え
よ
う
。し
か
し
ヒ
ツ
ク
の
意
図
に
反
し
て
我
々
は
終

末
論
的
検
証
に
よ
っ
て
宗
教
的
言
明
の
事
実
的
性
格
を
容
認

す
る
こ
と
は
出
来
ず
、む
し
ろ
宗
教
の
認
知
的
意
味
を
不
合

理
に
陥
る
こ
と
な
く
支
持
す
る
こ
と
の
困
難
を
改
め
て
知
る

の
み
で
あ
っ
た
。そ
も
そ
も
宗
教
的
言
明
は
必
然
的
に
超
越

者
に
関
す
る
言
及
を
含
ん
で
い
る
も
の
で
あ
り
、か
か
る
言

明
が
認
知
的
意
味
を
持
つ
と
い
う
主
張
に
は
根
本
的
な
無
理

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。確
か
に
宗
教
は
そ
れ
を
信
じ
る
も

の
に
と
っ
て
は
真
理
で
あ
ろ
う
。し
か
し
真
理
で
あ
る
と
信

じ
る
こ
と
と
真
理
で
あ
る
こ
と
と
は
同
義
で
は
な
く
、真
理

で
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
が
い
か
に
強
く
と
も
、そ
こ
か
ら
は

決
し
て
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
生
ま
れ
得
な
い

の
で
あ
る
。

二　
検
証
と
意
味

ジ
ョ
ン
。ウ
イ
ズ
ダ
ム
に
よ
る
「庭
師
の
た
と
え
話
」ｏ

は
我
々
の
問
題
に
つ
い
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
示
唆
を
与
え

る
。フ」の
た
と
え
話
は
長
期
間
放
置
さ
れ
て
い
た
庭
に
二
人

の
男
が
戻
っ
て
来
、荒
れ
果
て
た
庭
に
驚
く
ほ
ど
良
く
育
っ

て
い
る
木
々
を
見
つ
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
一人
は
こ

れ
を
見
て
庭
師
が
通
っ
て
来
て
い
た
に
違
い
な
い
、と
い
い
、

も
う
一人
は
そ
れ
に
反
対
す
る
。一一人
は
近
隣
の
人
に
問
い

合
わ
せ
、ま
た
当
の
庭
を
隈
無
く
調
べ
て
回
る
が
、庭
師
を

見
た
者
は
誰
も
お
ら
ず
、一一人
が
知
り
得
た
限
り
に
お
け
る

事
実
か
ら
は
、庭
師
の
存
在
を
肯
定
す
る
決
定
的
な
証
拠
も
、

そ
の
存
在
を
否
定
す
る
決
定
的
な
証
拠
も
発
見
さ
れ
な
い
。

二
人
は
発
見
さ
れ
た
事
実
に
関
し
て
は
完
全
に
一致
し
た
認

識
を
得
る
が
、に
も
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
調
査
が
終
わ
っ

た
段
階
に
お
い
て
、依
然
と
し
て
一人
は
庭
師
の
存
在
を
信

じ
、も
う
一人
は
そ
れ
を
信
し
な
い
。

こ
の
例
は
、我
々
の
言
明
が
必
ず
し
も
事
実
の
断
定
に
止

ま
ら
ず
、或
る
事
実
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
を
構
成
す
る
も

の
で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。一一人
の
男
は
全
く
同
一

の
事
実
に
対
し
、全
く
同
一の
判
断
材
料
か
ら
全
く
相
反
す

る
帰
結
を
導
い
て
い
る
の
だ
が
、フ」の
差
異
は
も
は
や
経
験

可
能
な
事
実
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、事
実

ウ
ー



に
対
す
る
反
応
の
相
違
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。フ」の

た
と
え
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、ま
ず
我
々
は
真
と

も
偽
と
も
判
定
不
能
な
事
柄
に
対
し
て
言
及
す
る
も
の
で
あ

る
、と
い
う
こ
と
、そ
し
て
真
と
も
偽
と
も
つ
か
な
い
か
ら

と
い
っ
て
こ
の
よ
う
な
対
立
な
い
し
両
者
の
言
明
は
決
し
て

無
意
味
な
も
の
で
は
な
い
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。つ
ま
り

検
証
可
能
な
命
題
の
み
が
有
意
味
な
命
題
で
あ
る
、と
い
う

意
味
の
検
証
原
理
の
テ
ー
ゼ
は
我
々
の
生
活
言
語
の
意
味
を

完
全
に
網
羅
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、と
い
う
想
定
が
こ
こ

か
ら
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。真
。偽
が
判
定
不

能
つ
ま
り
検
証
不
能
で
あ
っ
て
も
な
お
有
意
味
で
あ
る
よ
う

な
命
題
が
存
在
す
る
、そ
し
て
検
証
原
理
以
外
の
有
意
味
性

の
原
理
が
そ
こ
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う

新
し
い
観
点
が
、か
く
し
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
。

も
し
真
。偽
と
い
う
観
点
か
ら
の
み
、我
々
の
言
語
生
活

が
判
定
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、「神
は
存
在
す
る
」と
い
う
者
も

「神
は
存
在
し
な
い
」と
い
う
者
も
無
意
味
な
主
張
を
行
っ
て

い
る
こ
と
と
な
る
。そ
れ
ど
こ
ろ
か
例
え
ば
「犯
罪
を
犯
し

て
は
な
ら
な
い
」あ
る
い
は
「約
束
は
守
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」

と
い
った
道
徳
的
事
柄
に
関
す
る
命
題
の
殆
ど
全
て
が
そ
れ

自
体
と
し
て
は
無
意
味
な
も
の
と
な
ろ
う
。論
理
実
証
主
義

が
廃
れ
て
い
った
最
大
の
原
因
は
こ
こ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
代
わ
っ
て
登
場
し
、命
題
の
有
意
味
性
に
新

し
い
局
面
を
も
た
ら
し
た
立
場
が
、
「行
為
遂
行
的

Ｃ
Ｒ
Ｆ
ピ
詳
ぞ
ｏと
と
い
わ
れ
る
日
常
言
語
の
使
用
に
関
す
る

議
論
で
あ
る
ｏ
。

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
そ
の
著
書
コ
言
語
と
行
為
』⑩
に
お
い

て
、意
味
の
検
証
原
理
に
固
執
す
る
論
理
実
証
主
義
を
批
判

し
、一面語
を
単
に
事
実
の
記
述
と
見
る
の
で
は
な
く
行
為
の

遂
行
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
も
見
る
こ
と
で
、有
意
味
な
命

題
な
い
し
言
明
の
外
延
を
拡
大
し
た
。オ
ー
ス
テ
ィ
ン
に
よ

れ
ば
我
々
の
「陳
述
文
分●
８
日
①●０
」の
内
に
は
い
か
な
る

も
の
を
も
「記
述
」
な
い
し
「報
告
」
せ
ず
、
更
に
「事
実

確
認
０
日
のＳ
一ｏと
も
せ
ず
、
し
か
も
「真
・偽
の
い
ず
れ
」

で
も
な
い
よ
う
な
有
意
味
な
言
語
使
用
が
あ
る
。彼
が
挙
げ

て
い
る
例
は
四
つ
（結
婚
式
に
お
け
る
「は
い
、認
め
ま
す
」

と
い
う
発
言
、船
の
命
名
、注昼
言状
の
記
述
、明
日
の
天
候

に
関
す
る
賭
）で
あ
る
が
、い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
「そ

の
文
を
国
に
出
し
て
い
う
こ
と
は
、当
の
行
為
を
実
際
に
行

う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」と
い
わ
れ
る
①
。フ」の
よ
う
な
行

為
そ
の
も
の
へ
の
当
事
者
と
し
て
の
関
与
を
表
す
言
語
使
用

は
、ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「意
味
の
使
用
原
理
含
８

０諄
８
ぢ
げ
お
】日
８
５，
９
」と
い
う
考
え
と
結
合
し
て
、宗

教
哲
学
の
領
域
に
広
く
応
用
さ
れ
た
。そ
し
て
宗
教
的
言
明

０
０



は
必
ず
し
も
事
実
を
記
述
す
る
認
知
的
言
語
使
用
で
は
な
い

が
、そ
れ
に
も
拘
ら
ず
有
意
味
で
あ
る
、と
い
う
見
解
は
、等

し
く
こ
の
よ
う
な
観
点
に
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

前
述
の
「庭
師
の
た
と
え
話
」
で
は
、
一一人
の
男
は
同
一

の
事
実
に
対
し
て
同
一の
判
断
材
料
か
ら
全
く
相
反
す
る
主

張
を
行
っ
た
。フ」の
際
二
人
の
主
張
が
も
は
や
何
ら
か
の
事

実
に
関
す
る
異
な
っ
た
断
定
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、同
一の

事
実
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
姿
勢
を
反
映
す
る
も
の
と

な
っ
て
い
た
こ
と
は
、す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
対
比
は
宗
教
を
信
じ
る
者
と
信
じ
な

い
者
と
の
主
張
の
間
に
見
ら
れ
る
対
立
を
考
え
る
上
で
、決

定
的
な
意
義
を
持
つ
。放
置
さ
れ
た
庭
に
成
長
し
た
木
々
が

誰
も
知
ら
な
い
庭
師
の
丹
精
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
主

張
も
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
主
張
も
、共
に
真
・偽
の
判

定
が
経
験
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
、と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

そ
の
庭
に
お
い
て
何
が
起
こ
った
の
か
、と
い
う
事
実
に
関

す
る
断
定
を
構
成
し
得
な
い
。し
か
し
こ
の
対
立
を
与
え
ら

れ
た
事
実
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
、と
い
う
観
点
に
お
け
る

対
立
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
、我
々
は
両
者
が
共
に
或
る

信
念
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、し
た
が
つ
て
両
者
の
主

張
は
共
に
彼
ら
自
身
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
意
味
深
い
も
の

で
あ
る
、と
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。筆
者
は
こ

の
よ
う
な
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
或
る
事
実
を
い

か
に
自
己
の
生
に
対
し
て
脈
絡
づ
け
る
か
、と
い
う
信
念
こ

そ
が
、一不教
を
考
え
る
の
に
欠
か
し
得
な
い
前
提
で
あ
る
、

と
考
え
る
。

神
の
存
在
を
信
じ
る
者
に
と
っ
て
も
信
し
な
い
者
に
と
っ

て
も
同
一の
経
験
可
能
な
事
実
が
与
え
ら
れ
る
。つ」の
意
味

に
お
い
て
両
者
は
共
に
同
じ
世
界
の
内
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
両
者
は
そ
の
同
じ
事
実
に
対
し
全
く
異
な
っ
た
立
場

を
と
る
。フ」れ
は
も
は
や
そ
の
事
実
が
な
ん
で
あ
る
か
、と

い
う
問
い
に
は
収
散
さ
れ
得
ず
、か
え
っ
て
彼
ら
は
自
ら
の

立
場
に
立
っ
て
発
言
す
る
こ
と
で
事
実
に
対
す
る
関
与
の
仕

方
そ
の
も
の
を
選
び
取
る
と
い
う
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
理

解
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。事
実
は
決
し
て
認
識

主
体
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
、し
か
し
事

実
を
ど
う
捉
え
る
か
、と
い
う
視
点
は
無
数
に
あ
り
、そ
し

て
こ
れ
に
よ
り
一
つ
の
事
実
は
様
々
に
解
釈
さ
れ
得
る
。フ」

の
よ
う
に
我
々
の
言
語
使
用
が
事
実
に
関
す
る
認
知
的
な
断

定
を
で
は
な
く
、事
実
に
対
し
自
ら
を
積
極
的
に
関
係
づ
け

る
行
為
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
、と
考
え
ら
れ
る
場
合
、つ」

の
言
語
行
為
は
な
に
も
の
か
に
「コ
ミ
ツ
ト
す
る
」⑫
こ
と

な
の
で
あ
る
。そ
し
て
信
仰
と
は
或
る
宗
教
体
系
に
対
し
て

全
人
格
的
に
コ
ミ
ツ
ト
す
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら



ば
、一不教
的
言
明
は
非
認
知
的
か
つ
有
意
味
で
あ
り
得
る
の

で
は
な
い
か
。

ヒ
ッ
ク
は
宗
教
な
い
し
信
仰
を
等
し
く
真
な
る
も
の
と
す

る
。し
か
し
こ
れ
に
よ
っ
て
仮
に
相
異
な
る
宗
教
間
の
理
解

が
得
ら
れ
る
と
し
て
も
、我
々
の
問
い
は
一向
に
解
消
し
な

い
。も
し
宗
教
が
自
ら
の
立
場
を
真
な
る
も
の
で
あ
り
認
知

的
意
味
を
持
つ
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、一不教
的
言
明
は
例
え

ば
科
学
の
命
題
や
知
覚
に
よ
る
判
断
を
偽
な
る
も
の
と
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。そ
し
て
宗
教
は
人
間
が
猿
か
ら
進
化
し
た
も

の
か
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
も
の
か
、あ
る
い
は
太
陽
が

輝
く
の
は
神
の
恵
み
か
否
か
、に
つ
い
て
不
毛
な
（し
か
も

き
わ
め
て
分
の
悪
い
）戦
い
を
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
し
、非
宗
教
者
と
の
間
に
解
決
不
能
の
対
立
を
引
き
起
こ

さ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。だ
が
真
・偽
と
い
う
認
知
的
次

元
に
固
執
す
る
限
り
宗
教
は
正
当
化
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、こ
の
よ
う
に
自
ら
を
認
知
的
に
真
で
あ
る
と
考
え
る

宗
教
の
頑
な
な
態
度
は
、む
し
ろ
宗
教
的
言
明
の
荒
唐
無
稽

さ
を
批
判
す
る
者
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た

が
っ
て
ヒ
ッ
ク
の
主
張
は
あ
ら
ゆ
る
宗
教
を
等
し
く
ス
ポ
イ

ル
す
る
も
の
で
あ
り
、一不教
を
い
わ
ゆ
る
世
俗
と
の
敵
対
関

係
に
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
つ
か
ぎ
り
、を小教
は
宗
教
だ
け
の
閉

鎖
系
に
終
わ
り
、そ
の
教
義
は
硬
直
し
た
ド
グ
マ
と
化
す
で

あ
ろ
う
。そ
し
て
か
か
る
自
己
完
結
し
、寛
容
を
欠
い
た
宗

教
は
、所
詮
排
他
的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ

２つ。
〓一　
開
か
れ
た
宗
教
を
目
指
し
て

宗
教
者
は
時
に
非
宗
教
者
と
は
全
く
異
質
な
世
界
観
を
形

作
る
。し
か
し
こ
の
世
界
観
の
相
違
は
世
界
そ
の
も
の
の
相

違
で
は
な
い
、と
い
う
き
わ
め
て
平
明
な
事
実
を
容
認
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、我
々
は
宗
教
的
言
明
の
真
。偽
と
は
無
関

係
に
そ
の
意
味
を
論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。信
仰
が
世
界
に

何
か
新
し
い
事
実
を
つ
け
加
え
る
の
で
は
な
く
、同
一
の
世

界
に
新
し
い
視
点
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、

宗
教
者
の
世
界
に
対
す
る
コ
ミ
ッ
ト
の
仕
方
を
特
異
な
も
の

と
考
え
る
根
拠
は
な
く
な
り
、そ
の
代
わ
り
宗
教
理
解
の
た

め
の
宗
教
、非
宗
教
の
双
方
に
ま
た
が
る
共
通
の
地
盤
が
開

け
る
で
あ
ろ
う
。世
界
、と
い
う
こ
と
が
大
仰
に
過
ぎ
る
な

ら
ば
、我
々
に
起
こ
る
様
々
な
出
来
事
を
ど
の
よ
う
な
視
点

か
ら
見
る
か
、と
い
う
点
に
関
し
て
は
非
宗
教
者
相
互
の
間

に
も
多
く
の
相
違
点
が
あ
る
。文
化
圏
の
相
違
に
よ
っ
て
、

育
っ
た
家
庭
内
の
習
慣
の
相
違
に
よ
っ
て
、我
々
は
ま
さ
し

く
皆
同
じ
世
界
を
異
な
っ
た
風
に
受
け
と
め
て
い
る
の
だ
と



い
え
よ
う
。信
仰
と
い
う
要
素
を
度
外
視
し
て
も
我
々
は
多

様
な
も
の
の
見
方
を
取
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
あ
り
、

極
端
な
場
合
を
別
と
し
て
そ
の
い
ず
れ
が
真
な
る
観
点
な
の

か
、と
問
う
こ
と
は
、例
え
ば
ド
ル
と
マ
ル
ク
の
い
ず
れ
が

真
な
る
通
貨
で
あ
る
か
を
間
う
ご
と
く
、不
毛
で
あ
る
ば
か

り
か
不
条
理
で
す
ら
あ
る
と
い
え
る
。我
々
は
今
や
あ
ら
ゆ

る
世
界
観
を
質
的
に
連
続
し
た
も
の
と
考
え
る
見
地
に
到
達

し
た
の
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
或
る
宗
教
者
の
信
仰
に
則
っ

た
生
き
方
が
独
自
の
様
式
に
貫
か
れ
て
い
よ
う
と
も
、そ
れ

を
誤
り
で
あ
る
と
断
定
す
る
根
拠
は
な
い
、と
い
う
こ
と
が

認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、ま
た
逆
に
い
か
に
信
仰
篤
き
生
活

を
送
っ
て
い
る
者
と
い
え
ど
も
、信
仰
な
き
他
者
の
生
活
様

式
を
批
判
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
、と
い
う
こ
と
も
同
様
に

認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
掲
げ
た
「宗
教
は
価
値
体
系
で
あ
る
」
と
い
う

テ
ー
ゼ
は
、つ」れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
な
主
張
か
ら
導
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
。文
化
人
類
学
か
ら
発
し
た
「価
値
体
系

？
”Ｆ
Φ黎
∽ざ
日
ご
と
ぃ
う
用
語
は
、
元
来
地
域
社
会
や
国

民
、あ
る
い
は
民
族
や
部
族
な
ど
の
共
同
体
の
文
化
を
統
合

し
、フ」れ
に
構
造
と
様
式
を
与
え
る
潜
在
因
子
を
意
味
す
る
。

し
か
し
こ
の
価
値
体
系
と
い
う
用
語
は
か
か
る
壮
大
な
構
図

に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、或
る
集
団
に
所
属
す
る
個
人
が
意

識
的
に
か
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
か
採
用
し
て
い
る
内
在
的

基
準
を
考
え
る
際
に
も
有
効
で
あ
る
。一小教
は
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
価
値
体
系
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
よ
う
。

或
る
民
族
や
社
会
が
持
つ
文
化
的
伝
統
が
そ
の
成
員
に
と
っ

て
固
有
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
、を示教
も
ま
た
そ
れ

を
信
じ
る
者
に
と
っ
て
は
固
有
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。無
論
宗
教
を
信
じ
る
こ
と
に
は
、通
常
の
価
値
体
系

へ
の
コ
ミ
ツ
ト
メ
ン
ト
に
比
べ
て
よ
り
一層
意
識
的
な
側
面

が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、そ
れ
故
信
仰
は

全
人
格
的
な
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、こ
れ
と
て
も
質
的
差
異
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
。

強
い
自
覚
を
以
て
或
る
文
化
的
伝
統
に
関
与
す
る
こ
と
は
希

な
例
で
は
な
い
し
、例
え
ば
キ
リ
ス
ト
教
は
あ
ら
ゆ
る
文
化

や
伝
統
と
同
様
、時
と
共
に
変
化
し
て
き
た
の
で
あ
る
０
。

通
常
の
価
値
体
系
は
異
な
っ
た
共
同
体
、文
化
と
の
遭
遇

に
よ
っ
て
否
応
な
し
に
自
己
を
見
直
し
、い
わ
ば
価
値
体
系

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
を
確
立
す
る
よ
う
、相
互
に

要
求
さ
れ
る
。つし
」に
価
値
体
系
同
士
の
競
合
が
起
こ
り
、

価
値
体
系
は
互
い
に
他
の
価
値
体
系
に
対
し
て
自
己
を
正
当

化
し
よ
う
と
す
る
。文
化
の
真
・偽
、
伝
統
の
真
。偽
と
い

う
視
点
が
成
立
し
得
な
い
価
値
体
系
に
と
っ
て
、か
か
る
相

互
的
な
競
合
こ
そ
、自
ら
の
依
っ
て
立
つ
基
盤
を
明
ら
か
に
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す
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。し
か

し
宗
教
と
い
う
価
値
体
系
に
は
こ
の
よ
う
な
思
考
は
全
く
な

か
っ
た
と
い
え
る
。無
論
宗
教
は
歴
史
を
通
し
て
自
ら
の
真

理
を
主
張
し
て
き
た
が
、フ」れ
は
他
者
に
対
す
る
論
証
で
は

な
く
一方
的
な
主
張
に
止
ま
り
、一不教
間
の
、そ
し
て
宗
教

と
他
の
価
値
体
系
と
の
不
毛
な
対
立
を
引
き
起
こ
し
て
き
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
。今
や
宗
教
も
己
を
一
つ
の
価
値
体
系
と

見
な
し
、そ
の
認
識
に
立
っ
て
自
己
を
他
者
に
対
し
て
明
ら

か
に
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。価
値
体
系
と
し
て
宗
教
を

見
る
場
合
に
も
、そ
の
独
自
性
は
当
然
容
認
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。し
か
し
独
自
性
と
は
本
来
自
他
の
間
に
共
通
の
了

解
事
項
を
開
く
過
程
を
踏
ま
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。し
た
が
っ
て
宗
教
の
独
自
性
は
も
は
や
嘗
て
の
よ
う
に

絶
対
性
あ
る
い
は
至
高
性
を
意
味
す
る
よ
う
な
排
他
的
、独

善
的
な
唯
一性
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、む
し
ろ
他
者
を
視
野

に
収
め
た
自
己
省
察
に
よ
っ
て
こ
そ
獲
得
さ
れ
、維
持
さ
れ

る
、そ
の
よ
う
な
独
自
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、わ不教
が
自
ら
に
つ
い
て
抱
い
て
き
た
特
権

意
識
が
破
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、を不教
は
不
可
避
的
に
己

と
向
き
合
う
こ
と
と
な
る
。そ
し
て
他
者
と
競
合
で
き
な
い

あ
ら
ゆ
る
価
値
体
系
が
変
革
を
強
い
ら
れ
る
よ
う
に
、を小教

も
ま
た
他
の
価
値
体
系
に
対
し
て
自
己
を
開
示
し
、他
か
ら

の
批
判
に
答
え
な
が
ら
自
ら
の
基
盤
を
明
確
化
し
て
行
く
こ

と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、ま
た
あ
く
ま
で
も
破
城
に
依
っ
て

真
理
を
主
張
し
通
す
な
ら
ば
、滅
び
行
く
他
は
な
い
、と
い

う
現
実
の
状
況
に
直
面
す
る
で
あ
ろ
う
。間
瀬
啓
允
は
現
代

の
宗
教
哲
学
と
神
学
と
の
関
係
を
論
し
て
、哲
学
の
問
い
か

け
に
対
し
て
神
学
の
立
場
か
ら
の
真
摯
な
応
答
が
少
な
す
ぎ

る
こ
と
を
「神
学
に
と
っ
て
最
も
不
幸
な
こ
と
」ｏ
と
嘆
い

て
い
る
が
、こ
れ
は
ま
さ
に
当
を
得
た
見
解
と
い
え
る
。多

様
な
価
値
観
を
抱
え
る
現
代
に
お
い
て
徒
ら
に
孤
高
を
保
ち
、

日
々
古
色
を
帯
び
て
行
く
教
義
を
た
だ
繰
り
返
す
こ
と
は
、

一方
で
は
宗
教
の
権
威
を
更
に
失
墜
せ
し
め
、他
方
で
は
疑

似
宗
教
と
の
境
界
を
曖
味
な
も
の
と
し
た
。一小教
が
現
実
世

界
に
対
し
て
た
だ
高
邁
な
教
師
の
役
割
を
演
じ
る
だ
け
で
い

か
な
る
相
互
的
な
対
話
を
も
拒
否
す
る
現
状
が
放
置
さ
れ
る

な
ら
ば
、つ
い
に
信
仰
の
意
義
は
自
ら
朽
ち
果
て
て
行
く
ほ

か
な
い
。し
か
し
こ
の
よ
う
な
事
態
は
他
な
ら
ぬ
宗
教
自
身

に
と
っ
て
こ
そ
、最
悪
の
事
態
と
い
え
る
。を不教
が
本
当
に

現
代
に
お
い
て
単
に
過
去
の
栄
光
に
す
が
る
の
で
は
な
い
新

し
い
意
義
を
獲
得
し
た
い
と
望
む
の
な
ら
、他
者
に
対
し
て

開
か
れ
た
存
在
と
な
り
、「世
俗
」と
の
対
話
の
内
に
自
己
を

再
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
の
。

宗
教
を
価
値
体
系
と
し
て
相
対
化
し
、価
値
体
系
相
互
の



競
合
の
中
に
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、宗
教
を
ど
う
捉
え
る
か
、

と
い
う
主
題
は
宗
教
自
身
の
手
に
投
げ
返
さ
れ
る
。ウ小教
と

い
う
主
題
を
考
察
す
る
際
に
我
々
が
逢
着
す
る
最
大
の
問
題

は
、一不教
と
は
何
か
、と
い
う
問
い
に
対
し
て
明
確
な
答
え

が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。確
か
に
我
々
は
既
成

宗
教
を
題
材
に
と
っ
て
こ
れ
を
論
じ
る
こ
と
は
出
来
る
し
、

オ
ウ
ム
真
理
教
は
疑
似
宗
教
で
あ
る
、と
主
張
す
る
こ
と
も

で
き
る
が
、そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
ら
宗
教
の
現
象
か
ら
宗

教
の
本
質
を
抽
出
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
宗
教
が
己
の
外
部
に
存
在
す
る
他
者
に
責
任
あ
る
応

答
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、当
然
宗
教
が
自
ら
に

関
す
る
こ
の
困
難
な
問
い
に
無
関
心
で
あ
っ
て
よ
い
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。と
り
わ
け
現
在
の
日
本
に
お
い
て
宗
教
が
他

者
に
対
し
て
自
己
を
証
示
す
る
必
要
性
は
高
ま
っ
て
い
る
と

い
え
る
だ
ろ
う
。そ
の
た
め
に
も
、一小教
が
閉
鎖
系
を
脱
し
、

議
論
へ参
入
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、こ
れ

は
宗
教
的
言
明
の
意
味
と
い
う
問
い
を
真
・偽
と
い
う
問
い

に
優
先
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

終
わ
り
に

恐
ら
く
こ
こ
か
ら
先
は
宗
教
の
規
範
と
の
関
係
が
問
題
と

な
る
領
域
で
あ
ろ
う
。筆
者
は
宗
教
的
言
明
の
真
。偽
を
論

じ
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
、と
い
っ
た
。し
か
し
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
宗
教
に
は
い
か
な
る
制
約
も
な
い
、と
結
論
づ

け
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
大
き
な
誤
解
で
あ
ろ
う
。

む
し
ろ
神
的
存
在
者
の
名
の
下
に
行
わ
れ
て
き
た
悪
事
に
お

い
て
、い
か
に
真
理
の
刃
が
傍
若
無
人
に
振
る
わ
れ
て
き
た

か
を
考
え
る
な
ら
ば
、真
理
の
呪
縛
か
ら
宗
教
を
解
放
す
る

試
み
こ
そ
、とホ教
が
担
う
べ
き
制
約
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
大
き
く
貢
献
し
得
る
の
で
は
な
い
か
。価
値
体
系
と
し
て

の
宗
教
は
、あ
ら
ゆ
る
他
の
価
値
体
系
と
同
様
、固
有
の
意

味
を
持
っ
て
い
る
。し
か
し
こ
の
主
張
が
同
時
に
、ウ小教
か

ら
他
者
と
の
関
係
を
度
外
視
し
て
振
る
舞
う
権
利
を
奪
う
も

の
で
も
あ
る
こ
と
に
は
、十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。残
念
な
こ
と
に
今
の
筆
者
に
は
こ
の
、一不教

と
規
範
と
の
関
係
を
論
じ
る
力
は
な
い
⑩
。し
か
し
、一ホ教

が
何
よ
り
も
ま
ず
人
間
の
生
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

宗
教
が
人
間
を
踏
み
に
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

註
（１
）こ
の
場
合
の
真
理
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
は
注
意
す
る

必
要
が
あ
る
。筆
者
は
本
稿
に
お
い
て
「真
理
」と
い

う
言
葉
を
一貫
し
て
命
題
な
い
し
言
明
の
真
・偽
す
な

23



わ
ち
真
理
値
が
問
題
に
な
る
場
合
の
真
理
と
い
う
意
味

に
お
い
て
用
い
、そ
れ
以
外
の
例
え
ば
永
遠
の
真
理
あ

る
い
は
真
理
の
複
数
説
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
真
理

の
よ
う
な
形
而
上
学
的
概
念
を
排
除
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
或
る
概
念
な
い

し
対
象
が
真
理
で
あ
る
の
な
ら
ば
、必
ず
そ
れ
は
真
な

る
命
題
を
構
成
す
る
、
と
考
え
得
る
か
ら
で
あ
る
。

「信
じ
る
者
は
救
わ
れ
る
」と
い
う
命
題
が
、実
際
に

は
信
じ
る
者
は
救
わ
れ
な
い
、と
い
う
命
題
を
含
意
し

て
い
る
、つ
ま
り
こ
の
命
題
が
事
実
と
し
て
偽
で
あ
り

な
お
か
つ
真
理
で
あ
る
、と
考
え
る
者
は
あ
る
ま
い
。

し
た
が
っ
て
た
と
え
真
理
と
い
う
言
葉
が
い
か
な
る
意

味
を
持
と
う
と
も
、偽
な
る
命
題
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
真
理
を
容
認
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、こ
の
命
題
は

真
理
で
あ
る
限
り
や
は
り
真
な
る
命
題
で
あ
り
、事
実

に
関
す
る
言
及
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、と
い
わ
れ

ざ
る
を
得
ず
、逆
に
事
実
に
反
す
る
真
理
や
事
実
を
超

え
た
真
理
は
疑
わ
し
い
観
念
と
な
る
。

（２
）Ｊ
ｏヒ
ッ
ク
『神
は
多
く
の
名
前
を
持
つ
』間
瀬
啓
允

訳
、
岩
波
書
店
、
一九
八
六
年
、
一〇
八
頁

（３
）例
え
ば
か
な
り
有
力
な
批
判
と
し
て
、ド
ゥ
コ
ス
タ
に

よ
る
、と不教
多
元
主
義
は
懐
疑
論
な
い
し
不
可
知
論
に

陥
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、ヒ
ッ
ク
が
カ
ン
ト
に
倣
っ
て
現
象
と
本
体
と

を
区
別
し
、「実
在
者
」を
本
体
と
し
て
非
現
象
的
に

捉
え
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
、大
変
興
味
深
い

も
の
で
あ
る
が
、フサ
」で
は
詳
述
し
な
い
。Ｇ
。ド
ゥ

コ
ス
タ
「ヒ
ッ
ク
と
宗
教
多
元
主
義
―
さ
ら
な
る
展
開

へ―
」「
宗
教
多
元
主
義
の
探
求
』間
瀬
啓
允
、稲
垣

久
和
編
、大
明
堂
、
一九
九
五
年
、十
三
〜
二
十
五
頁
）

参
照

（４
）こ
の
場
合
の
検
証
可
能
性
は
、必
ず
し
も
現
時
点
に
お

い
て
実
際
に
検
証
可
能
な
命
題
の
み
が
有
意
味
で
あ

る
、と
い
う
狭
い
主
張
で
は
な
く
、原
理
上
の
検
証
可

能
性
を
も
含
ん
で
い
る
。例
え
ば
「地
球
以
外
の
惑
星

に
も
知
的
生
命
体
が
生
存
し
て
い
る
」と
い
う
命
題
は

い
う
ま
で
も
な
く
現
時
点
で
は
検
証
不
能
で
あ
る
。し

か
し
我
々
は
こ
の
命
題
を
検
証
す
る
た
め
の
方
法
を

知
っ
て
お
り
、そ
れ
故
も
し
一定
の
技
術
的
水
準
が
達

成
さ
れ
る
な
ら
ば
こ
の
命
題
の
真
・偽
は
経
験
的
に
明

ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
期
待
し
得
る
。
し
た

が
っ
て
こ
の
命
題
は
原
理
上
の
検
証
可
能
性
を
満
た
し

て
お
り
、
有
意
味
な
命
題
と
見
な
さ
れ
得
る
の
で
あ

２
つ
。
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（５
）ポ
パ
ー
は
そ
の
著
書
『科
学
的
発
見
の
論
理
只
森
博
、

大
内
義
一訳
、恒
星
社
厚
生
閣
、
一九
七
一年
）に
お

い
て
、科
学
的
仮
説
は
そ
れ
が
原
理
上
反
証
可
能
で
あ

る
が
故
に
有
用
で
あ
る
、
と
い
う
説
を
明
ら
か
に
し

た
。

（６
）Ｊ
・ヒ
ツ
ク
Ｊ
不教
の
哲
学
』間
瀬
啓
允
訳
、勁
草
書

房
、
一九
九
四
年
、
三
二
四
頁

（７
）通
常
「経
験
」と
い
う
用
語
は
個
人
的
な
も
の
で
は
な

く
一般
的
、客
観
的
経
験
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、意
味

の
検
証
原
理
が
用
い
る
経
験
と
い
う
言
葉
も
ま
た
、こ

の
意
味
に
限
定
さ
れ
る
。

（８
Ｖ
」の
た
と
え
話
は
ヒ
ッ
ク
の
Ｊ
不教
の
哲
学
』の
中
に

全
文
引
用
さ
れ
て
お
り
（邦
訳
二
一八
〜
二
一九
頁
）、

筆
者
は
こ
れ
に
依
っ
て
い
る
。

（９
）本
来
な
ら
ば
こ
こ
で
ウ
イ
ト
グ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「意

味
の
使
用
原
理
」や
コ
一一塁
山ゲ
ー
ム
」に
つ
い
て
ま
と

ま
っ
た
枚
数
を
割
く
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、そ
れ
は
ウ
イ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
の
専
門
家
で
は
な
い
筆
者
の

手
に
余
る
作
業
で
あ
る
。筆
者
と
し
て
は
む
し
ろ
本
稿

の
論
旨
に
関
わ
っ
て
く
る
限
り
に
お
い
て
、適
宜
彼
の

業
績
を
利
用
す
る
に
止
め
た
い
。
な
お
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
と
宗
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
『ウ
イ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
宗
教
哲
学
』（星
川
啓
慈
、
ヨ
ル
ダ

ン
社
、
一九
八
九
年
）、『ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
・

文
法
・神
員
Ａ
。キ
ー
ト
リ
ー
、星
川
啓
慈
訳
、法
蔵

館
、
一九
八
九
年
）等
が
あ
る
。

（１０
）Ｊ
。Ｌ
。オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、坂
本
百
大
訳
、大
修
館
書

店
、
一九
九
四
年

（Ｈ
）オ
ー
ス
テ
イ
ン
前
掲
書
邦
訳
、
一〇
〜
一
一頁
参
照

（‐２
）間
瀬
啓
允
『現
代
の
宗
教
哲
学
』勁
草
書
房
、
一九
九

三
年
、
七
九
頁

（・３
）
一例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、一二位
一体
の
教
義
が
採
択
さ

れ
た
の
は
西
暦
三
二
五
年
の
ニ
カ
イ
ア
総
会
議
に
お
い

て
で
あ
り
、ま
た
一二
月
二
五
日
が
ク
リ
ス
マ
ス
す
な

わ
ち
イ
エ
ス
生
誕
の
日
と
決
め
ら
れ
た
の
は
西
暦
三
五

四
年
で
あ
る
。こ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
の
変
遷
に
つ

い
て
は
『キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
只
小
田
垣
雅
也
、講
談

社
学
術
文
庫
、
一九
九
五
年
）な
ど
を
参
照
。

（‐４
）間
瀬
啓
允
前
掲
書
、
二
六
頁

（・５
）無
論
こ
れ
を
宗
教
の
世
俗
化
で
あ
る
と
し
て
激
し
く
批

判
す
る
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ス
ト
達
は
存
在
す
る
。し

か
し
彼
ら
は
ま
た
批
判
さ
れ
る
側
で
も
あ
る
の
で
、
一

概
に
「教
会
の
外
」ヘ
ロ
を
向
け
る
こ
と
が
宗
教
の
本

質
を
歪
め
る
と
い
う
議
論
は
正
当
化
さ
れ
得
な
い
で
あ

０
４



ろ
う
。

（‐６
と
不教
と
規
範
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
「倫
理
学
的
に
見

た
宗
教
員
梅
津
光
弘
、『宗
教
多
元
主
義
の
探
求
』九

七
〜
一
一七
頁
）、あ
る
い
は
Ｊ
不教
的
世
界
観
の
評

価
基
準
員
Ｈ
。ネ
ッ
ト
ラ
ン
ド
、Ｊ
不教
多
元
主
義
の

探
求
』
一
一八
〜
一六
二
頁
）を
参
照
。ま
た
直
接
宗

教
へ
の
言
及
は
な
い
が
『行
為
と
規
範
只
黒
田
亘
、勁

草
書
房
、
一九
九
六
年
）は
示
唆
に
富
ん
だ
文
献
と
い

え
る
。

（も
り
　
よ
し
の
り
　
早
稲
田
大
学
）

●
●


