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一
な
る
真
実
在
、
い
く
つ
も
の
信
条

モ
ハ
ン
マ
ド
・
ア
ラ
ミ
・
ム
サ

「
救
済
」
を
再
考
す
る

　
﹁﹃
唯
一
の
真
実
在
﹄
は
、
そ
の
被
造
物
た
る
人
間
を
地
獄
の

業
火
に
投
げ
込
ん
で
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
﹂

─
赤
子
を
抱

え
た
一
人
の
女
性
が
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
︵
彼
の
上
に
平
安

あ
れ
︶
に
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
ぶ
つ
け
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
イ

ブ
ン
・
ウ
マ
ル
︵A

bū ‘A
db al-R

aḥm
ān ‘A

bd A
llāh ibn ‘U

m
ar ibn 

al-K
haṭṭāb  

六
一
二
頃⊖

九
三
／
四
年
︶
が
ま
と
め
た
預
言
者
ム
ハ
ン

マ
ド
の
伝
承
の
な
か
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
る
戦
役
の
さ

な
か
に
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
ム
ス
リ
ム
の
居
住
す
る
集
落
の
近
く

に
露
営
し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
赤
子
を
抱
え
た
女
性
が
そ
こ

で
た
き
火
を
は
じ
め
ま
し
た
。
火
が
大
き
く
な
る
と
彼
女
は
そ

こ
か
ら
遠
ざ
か
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
預
言
者
で
あ
る
ム
ハ
ン
マ

ド
の
ほ
う
へ
近
寄
り
ま
す
。
女
性
は
ム
ハ
ン
マ
ド
に
、﹁
唯
一
の

真
実
在
﹂
が
い
か
に
慈
悲
深
い
お
方
だ
っ
た
の
か
を
訊
ね
、
感

情
に
訴
え
か
け
る
よ
う
に
こ
う
伝
え
ま
し
た
。﹁
私
は
、
一
人
の

母
親
と
し
て
、
い
ま
点
け
た
火
の
な
か
に
我
が
子
を
投
げ
込
む

よ
う
な
こ
と
は
し
ま
せ
ん
﹂
と
。
こ
の
母
親
の
言
葉
を
聞
い
て
、

預
言
者
は
う
つ
む
き
、
涙
を
流
し
、
そ
し
て
彼
女
を
見
上
げ
て

言
い
ま
し
た
。﹁
被
造
物
た
る
人
間
が
﹃
唯
一
の
真
実
在
﹄
に
対
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し
て
傲
慢
に
な
ら
ず
、そ
の
存
在
を
否
定
せ
ず
、
破
壊
を
招
か
ず
、

残
虐
な
行
い
を
し
な
け
れ
ば
、﹃
唯
一
の
真
実
在
﹄
は
人
間
に
苦

痛
を
与
え
な
い
﹂
と
。あ

　

傲
慢
さ
や
真
実
在
性
の
否
定
、
破
壊
的
・
残
虐
的
な
行
い
は
、

結
局
、
永
遠
に
精
神
的
旅
路
の
妨
げ
と
な
っ
て
、
人
が
﹁
唯
一

の
真
実
在
﹂
へ
到
達
す
る
の
を
阻
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
歴
史
的

に
見
れ
ば
、
預
言
者
た
ち
と
戦
い
、
も
ち
込
ま
れ
た
諸
宗
教
を

つ
ぶ
そ
う
と
企
て
、
そ
の
信
徒
た
ち
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
た

く
ら
む
人
々
も
い
ま
し
た
。
敵
で
あ
る
彼
ら
は
、﹁
唯
一
の
真
実

在
﹂
に
よ
っ
て
苦
痛
を
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
て
い
ま

し
た
。
し
か
し
、
い
ま
述
べ
た
預
言
者
の
伝
承
に
は
、
彼
ら
を

地
獄
の
業
火
へ
投
げ
込
む
よ
う
宣
告
し
た
の
か
ど
う
か
記
録
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
運
命
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の

か
、
誰
も
確
か
な
こ
と
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
誰
が
背
い
た
者
で

あ
り
、
誰
が
正
し
く
導
か
れ
て
い
る
者
で
あ
る
か

─
そ
れ
は
、

﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
だ
け
が
わ
か
る
こ
と
な
の
で
す
。い

　

人
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
ぐ
に
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
と
い
う
の
も
、
人
間
同
士
が
行
き
来
す
る
精
神
的
旅
路
す

べ
て
を
見
つ
め
ら
れ
る
よ
う
な
神
の
目
を
具
え
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
か
ら
で
す
。
詩
人
イ
ブ
ン
・
フ
ァ
ー
リ
ド
︵Sharaf al-D

īn 

A
bū al-Q

āsim
 ‘U

m
ar ibn ‘A

lī ibn al-Fāriḍ al-M
iṣrī al-Sa’dī  

一
一
八

一⊖

一
二
三
五
年
︶
は
、
洗
練
さ
れ
た
表
現
で
信
条
の
多
様
性
に

つ
い
て
語
り
ま
し
た
。
彼
は
、
た
と
え
精
神
の
旅
の
途
上
で
違

う
方
向
に
進
み
、
そ
の
結
果
﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
か
ら
遠
く
離

れ
て
し
ま
い
、
日
頃
の
行
い
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
す

べ
て
の
人
間
は
﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
を
欲
し
て
い
る
の
だ
と
結

論
づ
け
ま
し
たう。
法
華
経
は
、
民
族
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
文
化
を

問
わ
ず
、
す
べ
て
の
人
間
に
仏
知
見
︵
仏
性
︶
が
具
わ
っ
て
お
り
、

そ
の
顕
在
化
に
よ
っ
て
人
々
は
も
れ
な
く
幸
福
へ
の
道
を
開
く

こ
と
が
で
き
る
と
説
い
て
い
ま
す
。え

　

関
連
す
る
個
別
の
事
例
を
こ
こ
で
紹
介
し
ま
す
。
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
バ
リ
島
で
は
、
サ
フ
ラ
ン
色
の
布
切
れ
を
幹
に
巻
き
つ

け
た
木
々
に
向
か
っ
て
、
人
々
が
供
物
を
さ
さ
げ
、
礼
拝
を
行

う
様
子
を
目
に
し
ま
す
。
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
が
、﹁
木
々
が
礼

拝
の
対
象
物
な
の
か
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
よ
う

な
問
い
と
し
て
よ
く
耳
に
す
る
の
が
、﹁
ム
ス
リ
ム
は
、
メ
ッ
カ

の
巨
大
な
モ
ス
ク
に
あ
る
四
角
い
黒
石
︵
カ
ア
バ
︶
に
対
し
て
礼

拝
し
て
い
る
の
か
﹂
と
い
う
も
の
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
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方
の
事
例
と
も
答
え
は
﹁
ノ
ー
﹂
で
す
。
こ
こ
に
出
て
き
た
礼

拝
者
は
、
こ
れ
ら
対
象
物
の
背
後
に
あ
る
﹁
真
実
在
﹂
に
自
分

た
ち
の
信
仰
心
を
向
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
対

象
物
は
シ
ン
ボ
ル
に
す
ぎ
ず
、
背
後
に
あ
る
﹁
真
実
在
﹂
を
礼

拝
す
る
と
い
う
儀
礼
を
行
い
や
す
く
す
る
た
め
に
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
対
象
物
は
、
陶
器
や
金
属
で
で
き
た
小
さ
な
像
や
大
き

な
彫
像
、
あ
る
い
は
幾
何
学
図
形
の
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
人

は
多
く
の
真
実
在
あ
る
い
は
多
く
の
神
々
を
礼
拝
す
る
こ
と
を

提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
が
、
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
は
、
多
く
の
真
実
在
や
多
く
の
神
々
の
存
在
を

き
っ
ぱ
り
と
否
定
し
て
い
ま
す
。
第
十
七
章
﹁
夜
の
旅
︵
ア
ル
・

イ
ス
ラ
ー
︶﹂
に
は
こ
う
あ
り
ま
す
。

言
っ
て
や
る
が
よ
い
。﹁
み
ん
な
の
言
う
よ
う
に
、︵
ア
ッ

ラ
ー
の
︶
ほ
か
に
神
々
︹
真
実
在
︺
が
在
る
も
の
な
ら
、
き

っ
と
玉
座
の
主
︵
ア
ッ
ラ
ー
︶︹
究
極
の
、
あ
る
い
は
唯
一
の

真
実
在
︺
に
た
い
し
て
攻
め
か
け
て
来
る
こ
と
で
あ
ろ
う

よ
﹂
と
。︵
第
四
二
節
︶お

　

仮
に
、
完
全
な
力
と
神
性
を
具
え
た
多
数
の
﹁
真
実
在
﹂
が
、

そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
存
在
し
て
き
た
と
す
れ
ば
、
き
っ
と
相
争

っ
て
﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
を
征
服
す
る
方
法
を
見
つ
け
た
で
し
ょ

う
。
こ
れ
ら
の
争
い
は
混
乱
を
も
た
ら
し
、
全
宇
宙
の
破
壊
を

招
く
こ
と
に
さ
え
な
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
う
は

な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
、
た
と
え
人
が
多
く
の
宗
教
を

信
奉
し
、
多
く
の
真
実
在
を
信
じ
て
も
、
あ
る
種
の
均
衡
と
秩

序
が
存
在
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
ま
す
。

　

十
世
紀
の
政
治
哲
学
者
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ー
︵A

bū N
aṣr 

M
uḥam

m
ad ibn M

uḥam
m

ad al-Fārābī  

八
七
〇
頃⊖

九
五
〇
年
︶
は
、

著
作
﹃
幸
福
の
達
成
﹄
の
な
か
で
、﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
に
到
達

す
る
た
め
の
、
有
徳
な
諸
宗
教
の
存
在
を
排
除
し
ま
せ
ん
で
し

たか。
原
初
の
人
間
︵
預
言
者
ア
ダ
ム
︶
か
ら
最
後
︹
終
末
期
︺
の
人

間
の
時
代
ま
で
の
歴
史
を
通
し
て
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
は
﹁
真

実
在
﹂
に
た
ど
り
着
く
た
め
の
精
神
的
旅
路
が
あ
る
と
さ
れ
た

か
ら
で
す
。
人
間
は
長
き
に
わ
た
っ
て
宗
教
的
だ
と
さ
れ
て
き

ま
し
たき。
こ
れ
は
、﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
が
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に

固
有
の
道
と
一
連
の
法
を
与
え
た
、
と
ク
ル
ア
ー
ン
が
示
し
た

通
り
で
すく。
と
い
う
の
も
、
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
国
家
に
は
違
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い
が
あ
り
、
信
仰
さ
れ
る
場
所
や
時
代
の
文
脈
に
合
わ
せ
て
、

有
徳
な
諸
宗
教
が
必
要
に
な
る
か
ら
で
す
。
信
条
や
宗
教
は
、

外
的
側
面
か
ら
す
る
と
多
様
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
矛
盾
を
生
み

ま
す
。
し
か
し
内
的
側
面
で
は
、
唯
一
の
﹁
最
高
の
真
実
在
﹂

に
向
か
い
ま
すけ。
で
す
か
ら
﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
を
求
め
る
人
は
、

こ
れ
を
、
宇
宙
の
な
か
で
上
昇
で
き
る
一
連
の
階
層
レ
ベ
ル
を

通
じ
た
多
く
の
真
実
在
と
し
て
捉
え
ま
す
。
い
く
つ
も
の
信
条

や
宗
教
の
道
を
通
っ
て
、
人
は
﹁
究
極
の
真
実
在
﹂
と
出
合
う

の
で
す
。こ

　

メ
ソ
ジ
ス
ト
運
動
を
指
導
し
た
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
ス
レ
ー
︵John 

W
esley  

一
七
〇
三⊖

一
七
九
一
年
︶
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
な
い
者

は
キ
リ
ス
ト
教
の
手
助
け
な
し
に
﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、﹁
唯
一
の
真

実
在
﹂
の
存
在
に
関
す
る
知
識
を
被
造
物
か
ら
推
論
で
き
る
と

考
え
た
の
で
すさ。
こ
れ
は
、﹁
人
は
、
自
身
を
取
り
巻
く
被
造
物

を
よ
く
見
届
け
、﹃
唯
一
の
真
実
在
﹄
が
存
在
す
る
と
い
う
結 

論
に
い
た
る
﹂
と
す
る
ク
ル
ア
ー
ン
に
示
さ
れ
た
考
え
と
同 

じ
で
す
。

平
和
と
共
生
の
た
め
の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

そ
れ
ゆ
え
人
に
は
、
意
識
的
に
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
﹁
唯

一
の
真
実
在
﹂
を
求
め
出
す
精
神
的
な
旅
が
い
く
つ
も
あ
り
ま

す
。
宗
教
の
内
的
側
面
に
類
似
点
や
相
似
点
が
あ
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
旅
路
は
一
つ
に
﹁
合
流
﹂
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の

内
的
側
面
と
は
、
教
義
や
信
念
体
系
の
こ
と
で
す
。
仮
に
こ
れ

ら
内
的
側
面
に
相
違
点
が
あ
り
、
そ
れ
が
調
和
で
き
な
い
と
な

れ
ば
、
旅
路
は
﹁
分
岐
﹂
し
た
ま
ま
で
し
ょ
う
。
宗
教
の
外
的

側
面
が
異
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
宗
教
の
実
践
方
法
の
違
い
だ

け
を
重
視
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
合
流
も
分

岐
も
生
ま
な
い
周
辺
的
な
問
題
で
す
。
す
べ
て
の
宗
教
は
よ
り

実
体
的
な
も
の
を
共
有
し
て
お
り
、
実
体
的
で
な
い
も
の
な
ど

共
有
し
て
い
な
い
の
で
す
。し

　

今
日
の
時
代
状
況
を
考
え
ま
す
と
、
人
は
合
流
点
を
増
や
す

方
法
を
探
究
す
る
こ
と
が
早
急
に
必
要
で
す
。
旅
路
を
合
流
さ

せ
て
い
く
際
に
、﹁
共
通
基
盤
︵com

m
on ground

︶﹂
の
戦
略
が
軸

と
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
戦
略
は
、
キ
リ
ス
ト
教
内
で
開
始

さ
れ
ま
し
た
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
や
教
派
の
間
の
内
紛
を
最
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小
限
に
と
ど
め
る
大
き
な
働
き
を
し
ま
し
た
。
ま
た
、
他
の
一

神
教
に
適
用
し
た
際
も
、
こ
の
共
通
基
盤
戦
略
は
功
を
奏
し
ま

し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
と
仏
教
の
共
通
基
盤
を
究
明
す
る
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
も
あ
り
ま
し
た
。
ク
ル
ア
ー
ン
、
パ
ー
リ
経
典
、
大
乗

経
典
、
そ
の
他
仏
典
の
間
で
七
つ
の
類
似
点
や
相
似
点
が
特
定

さ
れ
ま
し
たす。
し
か
し
、
他
の
宗
教
や
信
条
に
関
し
て
は
、
世

界
が
よ
り
多
様
化
す
る
に
し
た
が
い
、
こ
の
共
通
基
盤
戦
略
に

も
限
界
が
出
て
き
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
教
義
に
関
し
て
い
え

ば
、
理
解
の
橋
で
狭
め
る
こ
と
が
難
し
い
大
き
な
隔
た
り
が
あ

る
か
ら
で
す
。

　

そ
の
た
め
、
教
義
で
共
通
基
盤
を
特
定
す
る
必
要
性
に
拠
ら

な
い
、
他
の
戦
略
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
、﹁
独
立
的
倫

理
︵independent ethics

︶﹂
の
戦
略
で
すせ。
そ
の
第
一
歩
は
、
す

べ
て
の
人
が
重
要
な
こ
と
と
し
て
同
意
す
る
よ
う
な
﹁
人
間
と

し
て
の
条
件
﹂
を
特
定
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
条
件
に
は
、
と

り
わ
け
、
人
間
の
尊
厳
、
自
由
、
人
権
が
含
ま
れ
ま
す
が
、
そ

れ
ら
は
、
各
宗
教
や
信
念
体
系
が
、
そ
の
深
層
に
あ
る
理
念
や

価
値
を
通
じ
て
進
展
さ
せ
る
も
の
で
す
。
宗
教
や
信
条
の
深
み

を
理
解
す
る
こ
と
で
、
人
間
同
士
の
つ
な
が
り
を
強
化
す
る
よ

う
な
共
有
す
べ
き
理
念
や
価
値
を
、
表
面
化
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
こ
の
戦
略
は
、
理
念
や
価
値
と
い
っ
た
共
通
語
を
取

り
入
れ
た
共
有
基
準
で
構
成
さ
れ
、
基
本
的
に
教
義
の
異
な
る

宗
教
や
信
条
の
﹁
合
流
﹂
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま
す
。

　

共
通
基
盤
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
教
義
レ
ベ
ル
で
存
在
す
る
類

似
点
や
相
似
点
を
必
要
と
し
、
独
立
的
倫
理
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

人
間
と
し
て
の
条
件
を
進
展
さ
せ
る
理
念
や
価
値
レ
ベ
ル
に
お

け
る
類
似
点
や
相
似
点
を
必
要
と
し
ま
す
。
そ
れ
で
も
な
お
、

共
通
基
盤
と
独
立
的
倫
理
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
す
べ
て
の
宗
教
や

信
条
の
な
か
に
合
流
点
を
築
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た

め
、
研
究
者
は
﹁
重
複
合
意
︵overlapping consensus

︶﹂
ア
プ
ロ
ー

チ
と
い
う
三
つ
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
こ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
共
有
基
準
を
構
築
す
る
必
要
が
な
く
、
宗
教

に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
る
原
理
を
特
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

世
俗
主
義
を
宗
教
で
豊
か
に
す
る

─
関
与
型
世
俗
主
義

　

こ
れ
ら
す
べ
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
、
互
い
に
つ
な
が

ろ
う
と
す
る
人
間
の
願
望
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
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つ
な
が
り
か
ら
、
平
和
と
共
生
が
花
開
く
可
能
性
が
よ
り
大
き

く
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
と
き
、
複
数
性
を
大
切
に
し
、
平

等
性
に
つ
い
て
正
し
く
認
識
し
、
存
在
す
る
す
べ
て
の
宗
教
や

信
条
を
尊
重
す
る
社
会
的
態
度
が
見
ら
れ
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、

世
俗
国
家
が
す
べ
て
の
宗
教
や
信
条
に
対
し
て
中
立
的
で
あ
る

こ
と
を
最
も
保
証
で
き
る
条
件
で
す
。
世
俗
国
家
は
、
い
か
な

る
宗
教
や
信
条
に
対
し
て
も
優
遇
し
な
い

─
そ
う
す
れ
ば
、

国
民
が
す
べ
て
の
宗
教
や
信
条
を
真
と
善
を
も
つ
も
の
と
し
て

平
等
に
敬
い
、
認
め
、
受
け
入
れ
る
よ
う
後
押
し
す
る
社
会
環

境
を
国
家
は
構
築
し
や
す
く
な
り
ま
すそ。
そ
れ
ゆ
え
、
共
生
や

平
和
を
花
開
か
せ
る
た
め
に
国
家
の
世
俗
的
特
性
を
保
護
・
擁

護
す
る
こ
と
は
、
宗
教
や
信
条
を
超
え
た
す
べ
て
の
人
々

─

大
多
数
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
属
す
人
で
も

─
の
義
務
な
の 

で
す
。

　

そ
う
は
い
う
も
の
の
、
現
代
社
会
が
今
日
直
面
す
る
課
題
を
、

世
俗
主
義
だ
け
で
解
決
す
る
こ
と
な
ど
も
は
や
不
可
能
で
す
。

排
他
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
推
し
進
め
る
過
激
な
か
た
ち
を
し

た
世
俗
主
義
に
は
、
否
定
的
な
側
面
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
す
。

こ
の
過
激
さ
に
よ
り
、﹁
人
間
性
を
奪
っ
て
い
く
生
﹂、﹁
道
徳
心

を
壊
し
て
い
く
生
﹂、﹁
調
和
を
破
っ
て
い
く
生
﹂
が
起
こ
っ
て

き
ま
し
た
。
宗
教
や
非
世
俗
的
な
信
条
が
公
共
領
域
に
入
り
込

み
、
社
会
福
祉
の
た
め
に
、
血
を
通
わ
せ
、
道
徳
を
高
め
、
調

和
を
図
る
こ
と
に
資
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
世
俗
的
な

る
も
の
と
の
﹁
交
渉
﹂
に
お
い
て
は
、
公
共
的
理
性

─
す
べ

て
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
理
性

─
の
共
通
言
語
を
使
用
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

お
わ
り
に
、
今
日
、
世
界
に
お
け
る
信
条
の
多
様
性
が
い
か

に
競
争
や
紛
争
や
暴
力
を
も
生
み
出
し
た
の
か

─
こ
れ
に
つ

い
て
検
討
す
る
こ
と
は
意
義
が
あ
り
ま
すた。
信
条
を
も
っ
た
人
々

が
、
そ
の
多
様
性
に
よ
っ
て
人
間
性
を
分
裂
・
衰
退
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
統
合
・
強
化
し
て
い
け
る
よ
う
立
て
直
す
時
が
き

ま
し
た
。
こ
れ
は
、
宗
教
や
信
条
を
超
え
て
合
意
点
を
見
出
そ

う
と
努
め
る
こ
と
で
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

世
界
の
宗
教
や
信
条
は
麗
し
い
庭
の
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
は
、

た
く
さ
ん
の
草
木
と
色
と
り
ど
り
の
花
々
が
空
に
向
か
っ
て
手

を
伸
ば
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
を
生
た
ら
し
め
て
お
り
、
ま
さ
に

す
べ
て
が
平
和
と
共
生
の
な
か
に
あ
り
ま
す
。
人
間
も
ま
た
、

計
り
知
れ
な
い
多
様
な
信
条
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
麗
し
い
庭
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の
草
木
や
花
々
の
よ
う
に
あ
り
の
ま
ま
に
共
存
し
続
け
る
よ
う
、

﹁
唯
一
の
真
実
在
﹂
か
ら
生
ま
れ
る
平
和
と
共
生
の
摂
理
を
切
に

願
っ
て
い
る
の
で
す
。

質
疑
応
答

【
質
問
】
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
多
宗
教
の
人
々
が
暮
ら
す
国
と
し

て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
社
会
的
結
束
と
い
う
意

味
で
は
、
私
た
ち
は
多
様
な
人
々
が
集
ま
る
地
域
の
オ
ア
シ
ス

の
ひ
と
つ
だ
と
い
え
ま
す
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
、
こ
の
素
晴
ら

し
い
社
会
的
結
束
モ
デ
ル
を
、
近
隣
諸
国
を
は
じ
め
と
す
る
他

の
地
域
と
ど
の
よ
う
に
積
極
的
に
共
有
し
て
い
く
こ
と
が
で
き

る
で
し
ょ
う
か
。

【
回
答
】
ワ
シ
ン
ト
ン
を
拠
点
と
す
る
研
究
機
関
ピ
ュ
ー
・
リ

サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
が
、
二
三
二
カ
国
・
地
域
を
対
象
に
調
査

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
結
果
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が

世
界
で
最
も
宗
教
が
多
様
な
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
宗
教
多
様
性
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
れ
ば
、

金
メ
ダ
ル
を
獲
得
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　

一
九
六
五
年
の
独
立
以
来
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
こ
の
五
十
年

間
、
宗
教
に
よ
る
紛
争
を
一
度
も
経
験
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
ピ
ュ
ー
・
リ
サ
ー
チ
・
セ
ン
タ
ー
の
調
査
で
、
と
く
に
宗

教
に
よ
る
紛
争
が
理
由
で
社
会
的
敵
意
指
標
︵social hostility  

index

︶
が
高
く
な
っ
て
い
る
国
が
増
加
し
て
い
る
と
の
結
果
が

出
ま
し
た
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
は
例
外
で
す
。
で
す
か
ら
、
問
題

を
抱
え
た
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
も
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
を
見
た

多
く
の
人
が
﹁
調
和
と
平
和
の
オ
ア
シ
ス
﹂
だ
と
呼
ん
で
き
た

の
で
す
。

　

今
日
の
世
界
を
管
見
し
得
る
限
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
状
況
は

非
常
に
難
し
く
な
っ
て
い
く
で
し
ょ
う
。
宗
教
的
原
理
主
義
が

台
頭
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
近
隣
や
遠
方
の
国
々
の
出
来
事
に

つ
い
て
た
く
さ
ん
の
報
告
を
絶
え
ず
受
け
て
い
ま
す
が
、
こ
う

い
っ
た
不
穏
な
流
れ
を
深
く
憂
慮
し
て
い
ま
す
。
多
く
の
紛
争

は
、
宗
教
が
﹁
政
治
化
﹂
し
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
神
に
引
き
付

け
よ
う
と
し
た
と
き
に
勃
発
し
ま
す
。
つ
ま
り
︹
当
事
者
に
と
っ

て
︺
神
が
す
べ
て
で
あ
り
、
神
の
喜
び
の
た
め
に
は
妥
協
し
な
い

と
い
う
立
場
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

私
は
、
宗
教
間
関
係
の
レ
ベ
ル
を
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
さ
せ
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
講
演
で
は
、
そ
れ
を
目
指
す
た
め



240

の
三
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。
人
々
は
他
者

へ
の
関
与
の
た
め
に
多
く
努
力
し
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
お
お
か
た
無
視
さ
れ
て
き
た
と
い
え
ま
す
。

　

宗
教
間
対
話
や
つ
な
が
り
の
レ
ベ
ル
が
進
ん
で
い
る
ア
メ
リ

カ
や
カ
ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
っ
た
先
進
国
と
比
較
す
る
と
、

宗
教
間
関
係
や
協
議
の
レ
ベ
ル
は
い
ま
だ
に
低
い
で
す
。

　

私
は
ま
ず
、
教
義
や
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
合
う
宗
教
の
内
的

側
面
に
深
く
入
っ
て
い
く
、
共
通
基
盤
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し

ま
し
た
。
ま
た
、
人
間
と
し
て
の
条
件
に
目
を
向
け
、
宗
教
が

こ
の
条
件
を
押
し
進
め
て
い
け
る
よ
う
な
原
理
や
価
値
は
何
か

を
理
解
す
る
、
独
立
的
倫
理
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
り
ま
す
。

　

知
的
レ
ベ
ル
や
宗
教
間
協
議
の
深
さ
と
い
う
点
で
は
、
ま
だ

ま
だ
遅
れ
て
い
ま
す
。
次
の
五
十
年
は
知
識
の
時
代
と
な
る
で

し
ょ
う
か
ら
、
速
や
か
に
行
動
を
起
こ
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

指
導
者
に
と
っ
て
は
、﹁
外
交
と
い
う
対
話
﹂
に
関
わ
り
方
を
限

定
さ
せ
る
の
も
よ
い
こ
と
で
す
が
、
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
と
も
に
席
に
つ
い
て
食
事
を
し
、
そ
の
様
子
が
新

聞
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
な
対
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
よ
い
で

し
ょ
う
が
、
次
の
五
十
年
に
向
け
て
、
そ
れ
を
超
え
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
っ
た
点
は
、
宗
教
が

い
か
に
世
俗
主
義
と
交
渉
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
世
俗
主
義
は
、﹁
ソ
フ
ト
な
世
俗
主
義
﹂
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
や
旧
共
産
主
義
諸
国
の
慣
行

と
比
較
し
て
も
、
宗
教
が
社
会
の
善
や
福
祉
に
い
か
に
貢
献
で

き
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
宗
教
が
世
俗
主
義
と
交
渉
す

る
余
地
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

念
頭
に
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
世

俗
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、
非
世
俗
化
さ
れ
た
社
会
を
も
ち
あ
わ

せ
て
い
る
と
い
う
点
で
す
。
人
口
の
大
多
数
︵
す
な
わ
ち
八
三
％
︶

が
宗
教
組
織
に
属
し
て
い
ま
す
。
残
り
の
一
七
％
は
宗
教
組
織

に
属
し
て
い
ま
せ
ん
が
、
何
ら
か
の
﹁
宗
教
的
感
覚
﹂
は
も
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
道
徳
や
善
、
真
理
が
こ
の
よ
う

な
人
々
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
関

与
あ
る
い
は
対
話
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
一
七
％
の
人
々
を

無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
質
問
】
私
た
ち
が
平
和
の
オ
ア
シ
ス
に
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
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お
考
え
に
強
く
共
感
し
ま
す
。
宗
教
間
の
集
会
に
参
加
し
た
際

の
所
見
で
す
が
、
参
集
者
は
﹁
宗
教
間
の
調
和
﹂
と
い
う
話
題

の
ほ
う
に
興
味
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
宗
教
間
の
意

識
や
つ
な
が
り
を
強
め
る
た
め
に
、
ま
た
、
こ
の
話
題
に
そ
れ

ほ
ど
興
味
を
も
た
な
い
よ
う
な
人
々
に
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、

宗
教
組
織
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ

う
か
。

【
回
答
】
私
は
、
そ
の
第
一
歩
は
宗
教
指
導
者
自
身
か
ら
始
ま
る

と
信
じ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、﹁
宗
教
的
他
者
﹂
に
対
す
る
見
方

の
問
題
で
す
。
宗
教
指
導
者
が
﹁
宗
教
的
他
者
﹂
に
対
し
て
敵

意
を
示
し
た
り
、
友
好
的
で
な
か
っ
た
り
、
視
野
が
狭
か
っ
た

り
す
れ
ば
、
そ
の
組
織
メ
ン
バ
ー
が
前
進
す
る
こ
と
は
難
し
い

で
し
ょ
う
。﹁
宗
教
的
他
者
﹂
に
対
す
る
開
か
れ
た
見
識
が
あ
れ

ば
、
異
な
っ
た
宗
教
や
信
条
を
も
っ
た
人
々
の
間
で
善
の
内
的

な
結
び
つ
き
が
可
能
に
な
り
ま
す
。

　

私
た
ち
は
ち
ょ
っ
と
し
た
調
査
を
行
い
、
宗
教
指
導
者
が
い

か
に
包
摂
的
で
、
排
他
的
で
、
多
元
的
か
を
見
て
き
ま
し
た
。

だ
い
た
い
の
人
が
包
摂
的
で
、
良
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
彼
ら

は
、
自
ら
の
信
徒
に
対
し
て
、
他
宗
教
の
人
々
と
よ
り
活
発
に

交
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
促
し
て
い
く
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
排

他
的
な
人
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
、
信
念
が
﹁
弱

ま
っ
て
し
ま
う
﹂
あ
る
い
は
﹁
汚
れ
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
恐
れ

か
ら
、
関
わ
ら
な
い
ほ
う
を
選
択
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
宗
教
学

者
マ
ッ
ク
ス
・
ミ
ュ
ラ
ー
の
言
葉
を
思
い
出
し
ま
す
。
彼
は
﹁
一

つ
の
宗
教
し
か
知
ら
な
い
人
は
、
ど
れ
一
つ
も
知
ら
な
い
の
で

あ
る
﹂
と
言
い
ま
し
た
。
ム
ス
リ
ム
と
し
て
、
他
宗
教
に
つ
い

て
よ
り
よ
く
知
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
こ
と
を
よ
り
よ
く
知
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
﹁
他
宗
教
を
よ
り
よ
く
知
る
こ
と
に
何
ら
問
題
は

な
い
﹂
と
人
々
に
語
り
、
精
神
的
な
意
味
を
与
え
て
い
く
必
要

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
二
〇
〇
五
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
・
ム
ス

リ
ム
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
ハ
ー
モ
ニ
ー
・
セ
ン
タ
ー
を
開
館
し

た
当
時
、
私
は
モ
ス
ク
礼
拝
者
と
対
峙
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
私
は
、
ク
ル
ア
ー
ン
は
ム
ス
リ
ム
に
対
し
他
者
と
関
わ
る

よ
う
唱
っ
て
い
る
と
答
え
、
そ
の
証
明
と
し
て
ク
ル
ア
ー
ン
の

一
節
を
引
き
ま
し
た
。

【
追
加
コ
メ
ン
ト
】
私
た
ち
は
、
他
宗
教
に
つ
い
て
学
び
、
開
か
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れ
た
心
を
も
つ
必
要
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
山
頂
を
目
指

す
の
に
い
く
つ
も
の
違
っ
た
道
が
あ
る
、
と
表
現
す
る
と
き
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
山
頂
が
﹁
真
実
在
﹂
を
見
つ
め
る
た
め

に
あ
る
と
説
い
た
古
い
言
い
方
で
す
。
で
す
が
、
も
し
違
っ
た

頂
上
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
違
っ
た
頂
上
で
﹁
究

極
の
真
実
在
﹂
を
見
つ
め
て
い
る
と
す
れ
ば
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

も
は
や
、
一
つ
の
山
頂
に
つ
い
て
語
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の

山
頂
を
前
提
に
し
た
包
摂
や
﹁
多
元
主
義
﹂
に
つ
い
て
語
る
こ

と
に
な
る
の
で
す
。
私
自
身
が
、
仏
教
徒
と
し
て
開
か
れ
た
心

を
も
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
他
者
に
つ
い
て
学
び
、
理

解
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
ま
す
。

【
質
問
】
世
俗
主
義
と
は
、
す
べ
て
の
宗
教
、
多
く
の
異
な
る
思

想
や
考
え
方
を
尊
重
す
る
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
過
激
主
義
も

そ
の
よ
う
な
考
え
の
一
つ
に
な
り
得
る
と
思
い
ま
す
。
過
激
主

義
と
特
定
の
宗
教
に
対
し
て
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に

見
極
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
過
激
主
義
が
支
配
的

に
な
る
の
を
ど
う
す
れ
ば
防
げ
る
で
し
ょ
う
か
。

【
回
答
】
過
激
主
義
は
、
宗
教
理
解
の
領
域
の
二
極
端
に
位
置
づ

け
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
、
聖
典
や
経
典
を
そ
の
言
葉
通
り

に
読
む
と
い
う
慣
習
に
立
ち
返
り
、
個
人
が
原
理
主
義
的
な
姿

勢
を
と
ろ
う
と
す
る
際
に
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

そ
う
い
っ
た
過
激
主
義
は
、
他
の
解
釈
に
対
し
て
拒
否
し 

た
り
、
自
分
た
ち
が
唯
一
正
し
い
と
表
明
し
た
り
す
る
な
か
に

現
れ
ま
す
。

　

原
理
主
義
者
や
過
激
主
義
者
は
、
初
期
の
宗
教
解
釈
を
今
日

の
世
界
に
ま
る
ご
と
移
植
し
、
現
代
の
文
脈
を
考
慮
せ
ず
に
適

用
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
行
動
様
式
が
、
暴
力
的
な
過

激
主
義
の
行
為
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
す
。

　

経
典
や
聖
典
を
ど
う
扱
う
か
、
今
日
の
課
題
や
問
題
に
対
し

て
時
代
遅
れ
の
解
釈
を
し
て
い
な
い
か
に
よ
っ
て
、
過
激
主
義

者
あ
る
い
は
原
理
主
義
者
を
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

宗
教
的
な
人
物
に
は
三
種
類
あ
り
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
二
種

類
は
先
の
通
り
両
極
に
あ
る
人

─
す
な
わ
ち
、
宗
教
実
践
に

つ
い
て
怠
慢
な
態
度
を
と
る
極
左
と
、
極
度
に
厳
格
な
立
場
を

と
る
極
右
で
す
。
三
つ
め
は
、
二
極
の
中
道
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
人
で
あ
り
、
現
代
社
会
の
状
況
に
合
わ
せ
て
聖
典
を
文
脈
化

し
、
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
人
の
こ
と
で
す
。
こ
の
三
つ
め
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の
よ
う
な
か
た
ち
で
宗
教
は
採
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
す
。

【
質
問
】﹁
世
俗
主
義
と
の
交
渉
﹂
と
い
う
考
え
に
非
常
に
興
味

が
あ
り
ま
す
。
世
俗
主
義
は
国
を
動
か
す
た
め
の
望
ま
し
い
方

法
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
国
の
事
情
も
変
化
し
、
現
在
は
資
本
主

義
の
文
化
や
快
楽
を
求
め
る
文
化
が
浮
上
し
始
め
て
い
ま
す
。

私
は
、
両
者
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
実
現
さ
れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い

ま
す
が
、
そ
の
た
め
に
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
、
そ
の
際
に
何
が

課
題
に
な
っ
て
く
る
の
か
、
実
現
し
て
も
ど
う
維
持
し
て
い
け

ば
よ
い
か
、
お
考
え
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

【
回
答
】
そ
の
ご
質
問
に
お
答
え
す
る
に
は
、
別
の
講
演
が
必
要

に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
世
俗
主
義
は
、
今
日
多
く
の
国
々

で
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
は
、
西
洋
世
界
で
生
ま
れ

ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
国
々
も
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
、
パ
キ

ス
タ
ン
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
エ
メ
ン
、
ス
ー
ダ
ン
を
除
き
、

大
半
が
世
俗
国
家
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
世
俗
国
家
で

な
い
と
こ
ろ
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
バ
チ
カ
ン
市
国
が
あ
り
ま

す
ね
。

　

で
は
、
世
俗
主
義
は
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
国
々
で
採
用
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
世
俗
主
義
が
到
来
す
る
以
前
は
、
宗
教

組
織
と
共
同
体
と
指
導
者
が
協
同
し
、
社
会
の
問
題
に
つ
い
て

頻
繁
に
話
し
合
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
世
俗
主
義
が
到
来
す

る
と
、
そ
れ
が
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
課
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、 

宗
教
指
導
者
と
国
家
指
導
者
の
間
で
、
す
べ
て
の
人
々
が
同 

意
す
る
よ
う
な
世
俗
国
家
モ
デ
ル
に
つ
い
て
議
論
し
な
く
な 

り
ま
し
た
。

　

し
か
し
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
興
味
深
い
こ
と
に
そ
の
よ
う

な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
ス
カ
ル
ノ
氏
、
モ
ハ
マ
ッ
ド
・

ハ
ッ
タ
氏
、
そ
の
支
持
者
と
い
っ
た
建
国
の
指
導
者
は
、﹁
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
世
俗
国
家
﹂
を
思
い
描
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
と
宗
教
指
導
者
︵
と
り
わ
け
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
ム
ス

リ
ム
︶
に
よ
る
議
論
で
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
︹
建

国
五
原
則
︺
の
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
進
展
し
、﹁
パ
ン
チ
ャ
シ

ラ
世
俗
主
義
﹂
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
世
俗
主
義
の
モ
デ
ル
と
し

て
採
用
さ
れ
ま
し
た
。

　

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
が
一
九
六
五
年
に
突
然
の
独
立
を
勝
ち
取
る

と
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
モ
デ
ル
か
ら
宗
教
と
人
種
を
分
離
さ
せ
る

こ
と
が
可
能
と
さ
れ
、
政
府
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
除
外
す
る
決
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定
が
早
急
に
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
多
文
化

主
義
と
世
俗
主
義
の
二
本
柱
が
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
な
っ
た

の
で
す
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
今
日
ま
で
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
と

っ
て
非
常
に
重
要
な
支
え
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
う
い
っ
た
ソ
フ
ト
な
世
俗
主
義
を
採
用
す
る
と
い
う
決
定

は
正
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
に
は
、
す
べ
て

の
宗
教
に
対
す
る
領
域
が
存
在
し
ま
す
。
た
と
え
ば
都
市
計
画

に
お
い
て
も
、
礼
拝
場
所
の
物
理
的
な
空
間
が
配
置
さ
れ
ま
す
。

国
家
が
宗
教
の
要
求
を
す
で
に
具
体
化
し
て
い
る
の
で
す
。
政

府
機
関
と
し
て
、
ユ
ダ
ヤ
人
福
祉
委
員
会
︵Jew

ish W
elfare 

B
oard

︶、
ス
ィ
ク
諮
問
委
員
会
︵Sikh A

dvisory B
oard

︶、
ヒ
ン
ド

ゥ
ー
寄
進
委
員
会
︵H

indu Endow
m

ents B
oard

︶、
イ
ス
ラ
ー
ム
宗

教
評
議
会
︵Islam

ic R
eligious C

ouncil

︶
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
に

関
連
す
る
祝
日
も
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
世
俗
国
家
の
な
か
に
宗

教
関
係
の
宿
泊
施
設
が
存
在
し
ま
す
。

　

本
日
は
、
世
俗
─
宗
教
の
交
渉
を
強
化
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
と
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
、﹁
世
俗
的
な
る
も

の
﹂
は
そ
れ
で
も
担
う
べ
き
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
宗
教
は
有
益

な
存
在
と
し
て
、
ま
た
関
係
づ
け
る
存
在
と
し
て
現
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
よ
う
な
言
葉
が
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
仮
に
私

が
講
演
の
始
め
に
、﹁
ク
ル
ア
ー
ン
に
よ
る
と
﹂﹁
経
典
に
よ
る

と
﹂﹁
聖
書
に
よ
る
と
﹂
あ
る
い
は
﹁
ヴ
ェ
ー
ダ
に
よ
る
と
﹂
と

申
し
上
げ
た
な
ら
ば
、﹁
統
合
な
ど
な
い
、
分
岐
ば
か
り
だ
﹂
と

感
じ
ら
れ
た
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
宗
教
指
導
者
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
考
え
を
す
べ
て
の
人
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
言
葉

で
表
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
心
の
洗
練
化
が
必
要
で
す
。
関

与
型
世
俗
主
義
の
考
え
が
実
を
結
ぶ
可
能
性
は
大
い
に
あ
る
の

で
す
。
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