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こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
で
き
、
私
は
大
き
な
喜
び
を
感

じ
て
い
ま
す
。
四
つ
の
機
関
の
共
催
に
よ
る
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
は
、
た
い
へ
ん
重
要
な
テ
ー
マ
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
世
界
平
和
と
調
和
と
人
間
主
義
の
詩
」
で
す
。
熟
慮
を
重
ね
て

こ
の
テ
ー
マ
を
選
ば
れ
た
関
係
者
の
皆
様
に
、
祝
福
の
言
葉
を

述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
詩
人
た
ち
の
中
に
い
る
こ
と
は
、
喜

び
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
、
現
在
ま
で
六
年

間
、
世
界
詩
歌
協
会
副
会
長
と
し
て
仕
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
が
、
そ
の
間
、
様
々
な
国
に
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語

に
練
達
し
た
詩
人
た
ち
と
出
会
い
、
交
流
を
重
ね
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
私
た
ち
が
と
り
わ
け
喜
び
と
す
る
の
は
、
卓
越

し
た
詩
人
で
あ
る
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
ス
リ
ニ
バ
ス
博
士
を
は
じ
め

と
す
る
高
名
な
皆
様
、
わ
け
て
も
卓
越
し
た
思
想
研
究
者
で
あ

る
川
田
洋
一
博
士
を
団
長
と
す
る
日
本
か
ら
の
皆
様
が
、
こ
の

会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
す
。
一
九
九
五
年
の
八
月
八
日
、

池
田
大
作
博
士
に
「
世
界
桂
冠
詩
人
」
の
称
号
を
授
与
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
の
時
、
私
は
光
栄
に
も
チ
ェ
ン
ナ
イ

に
川
田
博
士
な
ら
び
に
創
価
学
会
青
年
部
訪
印
団
の
皆
様
を
お

迎
え
し
ま
し
た
。
何
年
か
前
、
東
京
で
こ
の
折
の
方
々
に
会
い
、

意
見
を
交
換
し
た
の
も
、
楽
し
い
思
い
出
で
す
。

詩
人

―
平
和
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の

Ａ
・
パ
ド
マ
ナ
ー
バ
ン

前
川
健
一
　
訳



こ
こ
に
は
、
タ
ミ
ル
・
ナ
ー
ド
ゥ
の
高
名
な
詩
人
の
皆
さ
ま

に
も
お
集
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ペ
ル
ン
カ
ヴ
ィ
コ
・
セ
ト
ゥ

ラ
マ
ン
氏
は
卓
越
し
た
詩
人
で
あ
り
、
世
界
を
め
ぐ
り
様
々
な

詩
人
の
会
に
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
。
池
田
博
士
は
、
世
界
的
な

詩
人
と
し
て
、
多
く
の
民
衆
に
愛
読
さ
れ
て
い
ま
す
。
我
々
は

こ
こ
に
、
博
士
に
対
し
「
世
界
民
衆
詩
人
」
の
称
号
を
授
与
し
、

そ
の
栄
誉
を
讃
え
る
も
の
で
す
。
私
は
、
自
ら
の
詩
集
『
詩
人

と
平
和
』
を
二
人
の
詩
人
に
捧
げ
ま
し
た
。
そ
の
一
人
は
、
世

界
詩
壇
の
静
か
な
る
巨
人
ク
リ
シ
ュ
ナ
・
ス
リ
ニ
バ
ス
博
士
で

あ
り
、
も
う
一
人
は
、
平
和
の
世
界
詩
人
・
池
田
大
作
博
士
で

あ
り
ま
す
。
詩
人
の
皆
様
に
対
す
る
歓
迎
の
意
を
こ
め
、
私
の

詩
「
平
和
」
を
捧
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

詩
人
よ
、
平
和
を
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
よ

平
和
を
支
え
る
も
の
よ

平
和
の
鎧
に
身
を
か
た
め
た

東
西
の
騎
士
た
ち
よ

よ
う
こ
そ
、
あ
な
た
自
身
の
国
へ
　

哲
人
と
見
者
の
こ
の
国
へ

テ
ィ
ル
ム
ー
ラ
ル
と
テ
ィ
ル
バ
ル
バ
ル
の
国

ブ
ッ
ダ
と
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
国

よ
う
こ
そ
、
あ
な
た
自
身
の
国
へ

よ
う
こ
そ
、
平
和
へ

そ
し
て
、
武
器
よ
さ
ら
ば
！

五
千
年
前
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
の
時
代
に
は
、
人
類
最
古

の
文
学
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
現
代
ま
で
、
私
た
ち
は
世

界
中
で
目
撃
し
て
き
ま
し
た
。
平
和
・
真
理
・
自
由
・
正
義
を

求
め
て
絶
え
間
な
い
闘
争
を
続
け
る
詩
人
・
作
家
、
哲
人
・
見

者
、
思
想
的
指
導
者
の
す
が
た
を
で
す
。

詩
人
に
は
何
の
障
壁
も
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
障
壁
を
飛
び

越
え
て
し
ま
い
ま
す
。
彼
ら
の
声
は
普
遍
的
な
呼
び
か
け
の
声

な
の
で
す
。
詩
は
散
文
に
先
行
す
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
静

寂
の
な
か
で
想
起
さ
れ
た
感
情
、
こ
こ
に
詩
の
根
源
が
あ
り
ま

す
。
こ
れ
は
書
い
て
も
い
い
が
、
あ
れ
は
ダ
メ
だ
、
と
か
、
こ

う
い
う
書
き
方
は
い
い
が
、
あ
ん
な
ふ
う
で
は
ダ
メ
だ
、
と
か
、
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詩
人
を
規
制
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
詩
人
や
詩

に
命
令
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
詩
人
と
は
、
特
別
な

生
物
で
す
。
そ
れ
は
経
験
と
感
情
、
内
的
な
振
動
と
直
感
と
を

束
ね
、
韻
文
と
し
て
爆
発
さ
せ
る
の
で
す
。

真
の
詩
人
で
あ
れ
ば
、
自
ら
の
経
験
と
感
情
を
露
わ
に
せ
ず

に
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
プ
ラ
ト
ン
は
言
い
ま
し
た
、「
詩
人
は
軽
い

翼
を
持
っ
た
聖
な
る
生
き
物
だ
。
何
か
に
と
り
つ
か
れ
な
け
れ

ば
、
彼
ら
は
詩
が
書
け
な
い
」。
人
間
の
中
に
は
詩
人
が
住
み
つ

い
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
「
何
か
に
と
り
つ
か
れ
た
」
人
が
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
詩
人
と
し
て
の
生
命
は
人
間
の
生
命
と

と
も
に
続
い
て
い
き
ま
す
が
、
そ
の
道
の
り
は
曲
が
り
く
ね
っ

た
も
の
で
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
詩
人
の
方
が
結
局
の

と
こ
ろ
人
間
よ
り
長
生
き
す
る
の
で
す
。
詩
人
は
何
か
に
と
り

つ
か
れ
、
自
ら
の
内
奥
の
思
念
・
感
覚
・
感
情
を
吐
き
出
し
て

は
、
そ
れ
に
詩
と
い
う
衣
装
を
ま
と
わ
せ
る
の
で
す
。
こ
ん
な

ふ
う
に
言
う
人
た
ち
も
い
ま
す
。
人
間
の
中
に
宿
る
詩
人
は
、

そ
の
人
に
と
っ
て
無
く
て
は
な
ら
な
い
慰
め
や
満
足
感
を
与
え

る
、
し
か
も
そ
れ
は
、
た
だ
の
人
間
と
し
て
の
人
間
に
は
、
ど

ん
な
こ
と
を
し
て
も
、
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
、

と
。
人
類
が
存
続
す
る
限
り
、
詩
人
と
詩
と
は
存
在
す
る
も
の

の
よ
う
で
す
。

他
の
芸
術
同
様
、
詩
に
は
表
現
と
伝
達
と
い
う
二
つ
の
要
素

が
あ
り
ま
す
。
詩
に
は
、
高
貴
な
も
の
・
不
滅
の
も
の
が
全
て

含
ま
れ
て
い
ま
す
。
今
日
の
世
界
で
は
、
詩
人
た
ち
は
様
々
な

主
題
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。
彼
ら
が
歌
う
の
は
、
主
の
讃
美
で

あ
っ
た
り
、
動
植
物
か
ら
受
け
る
感
動
や
自
然
の
美
し
さ
で
あ

っ
た
り
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人

間
の
弱
さ
や
過
ち
、
虐
げ
ら
れ
た
者
の
苦
し
み
、
社
会
の
病
弊

な
ど
も
、
彼
ら
が
書
く
も
の
で
す
。
詩
人
が
改
革
者
の
重
責
を

担
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
に
も
か
か
わ
ら

ず
彼
ら
に
は
責
任
が
あ
り
ま
す
。
社
会
に
現
に
存
在
し
て
い
る

こ
と
や
自
分
が
感
じ
た
り
観
た
り
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
ナ
ヴ
ィ
ン
・

チ
ャ
ウ
ラ
に
あ
て
た
手
紙
の
中
で
、
執
筆
活
動
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
何
を
す
る
に
せ
よ
、
何
を
書
く
に
せ

よ
、
神
の
栄
光
と
万
人
の
善
の
た
め
だ
け
に
そ
れ
を
行
い
な
さ

い
」イ

ン
ド
で
は
、
ヴ
ェ
ー
ダ
や
そ
の
他
の
聖
典
・
叙
事
詩
な
ど



が
韻
文
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ア
ー
ル
ワ
ー
ル
や
ナ
ー
ヤ
ン
マ

ー
ル
（
１
）は
神
を
讃
え
る
聖
な
る
歌
を
残
し
ま
し
た
。
聖
テ
ィ
ル
バ

ル
バ
ル
（
２
）、
カ
ー
リ
ダ
ー
サ
（
３
）、
ト
ゥ
ル
シ
ー
ダ
ー
ス
（
４
）、
カ
ン
バ
ン

　
（
５
）

等
な
ど
の
詩
人
は
詩
の
領
域
で
不
滅
の
作
品
を
生
み
出
し
ま
し

た
。
ス
ブ
ラ
マ
ン
ヤ
・
バ
ー
ラ
テ
ィ

　
（
６
）
、
バ
ー
ラ
テ
ィ
ダ
ー
サ
ン
（
７
）、

ヴ
ァ
ッ
ラ
ト
ー
ル
（
８
）、
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
、
サ
ロ
ー

ジ
ニ
ー
・
ナ
ー
イ
ド
ゥ

　
（
９
）
、
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
（
10
）
等
な
ど
は
詩
に
よ
っ

て
彼
ら
の
最
良
の
作
品
を
著
し
て
い
ま
す
。
我
ら
が
ク
リ
シ
ュ

ナ
・
ス
リ
ニ
バ
ス
博
士
は
パ
ル
ナ
ッ
ソ
ス
の
丘
（
11
）
で
卓
越
し
た
詩

を
捧
げ
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
日
本
の
池
田
博
士
は
、
感
動
的
な

詩
に
よ
っ
て
慈
愛
・
平
和
・
友
愛
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
世
界
に
広

げ
て
い
ま
す
。
私
は
博
士
と
書
簡
で
も
意
見
を
交
わ
し
ま
し
た
。

ク
リ
シ
ュ
ナ
・
ス
リ
ニ
バ
ス
博
士
、
私
、
そ
し
て
池
田
博
士
は
、

詩
を
通
じ
て
平
和
を
も
た
ら
す
と
い
う
共
通
の
活
動
に
携
わ
っ

て
い
ま
す
。
池
田
博
士
は
、
東
洋
哲
学
研
究
所
を
は
じ
め
様
々

な
機
関
を
設
立
さ
れ
ま
し
た
が
、
博
士
と
こ
れ
ら
諸
機
関
が
、

世
界
平
和
・
価
値
創
造
・
能
力
開
発
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
実

践
は
、
賞
賛
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
高
く
評
価
さ
れ
て
い
ま

す
。

イ
ン
ド
は
永
年
に
わ
た
り
複
数
の
宗
教
が
共
存
す
る
国
で
あ

り
、
調
和
・
寛
容
・
友
愛
を
説
い
て
き
ま
し
た
。
中
世
イ
ン
ド

で
広
が
っ
た
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
も
、
政
教
分
離
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

伝
え
ま
し
た
。
政
教
分
離
は
、
イ
ン
ド
精
神
に
と
っ
て
不
可
欠

の
要
素
で
す
。「
全
て
は
ダ
ル
マ
（
法
）
か
ら
生
ま
れ
た
」
と
は
、

イ
ン
ド
的
な
政
教
分
離
を
支
え
る
信
条
で
す
。
我
が
国
の
聖
者

や
賢
者
は
み
な
こ
の
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。
偉
大
な
成
就
者

で
あ
る
テ
ィ
ル
ム
ー
ラ
ル
は
、『
テ
ィ
ル
マ
ン
デ
ィ
ラ
ル
』
の
中

で
、
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。「
人
類
は
一
つ
で
あ
り
、
神
も
一
つ

で
あ
る
」。『
テ
ィ
ル
ッ
ク
ラ
ル
』
の
中
で
聖
テ
ィ
ル
バ
ル
バ
ル

は
、
次
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
全
て
の
人
は
平
等
に
生
ま
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
違
い
が
生
ま
れ
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
携

わ
る
仕
事
で
、
ど
う
振
舞
う
か
に
よ
っ
て
だ
け
で
あ
る
」。
ゴ
ー

タ
マ
・
ブ
ッ
ダ
の
ダ
ル
マ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
ア
シ
ョ
ー
カ
大
王

に
よ
っ
て
広
め
ら
れ
ま
し
た
。
ア
ク
バ
ル
大
帝
（
12
）
は
、
仏
教
・
イ

ス
ラ
ー
ム
・
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
・
キ
リ
ス
ト
教
・

ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
最
良
の
も
の
を
合
わ
せ
た
融
合
的
な
信
仰

を
主
張
し
ま
し
た
。
両
者
に
共
通
す
る
の
は
、
普
遍
的
な
友
愛

と
共
存
を
強
調
し
た
こ
と
で
す
。
彼
ら
の
政
治
の
中
に
は
、
国
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家
の
宗
教
的
中
立
性
と
い
う
理
念
が
貫
徹
し
て
い
ま
す
。

カ
ビ
ー
ル
（
13
）
と
グ
ル
・
ナ
ー
ナ
ク
（
14
）
は
、
一
致
・
友
愛
・
慈
愛
を

説
き
ま
し
た
。
ラ
ー
マ
リ
ン
ガ
・
ス
ワ
ー
ミ
ガ
ル
（
15
）
は
、
共
感
同

苦
・
普
遍
的
友
愛
・
全
て
の
生
類
へ
の
慈
悲
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
広
め
ま
し
た
。
聖
ナ
ー
ラ
ー
ヤ
ナ
・
グ
ル
（
16
）
は
「
全
て
は
一

つ
で
あ
り
、
差
異
は
存
在
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ラ
ビ

ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ
ー
ル
は
言
い
ま
し
た
。「
多
様
性
の
中
に

統
一
が
あ
る
べ
き
だ
。
統
一
は
画
一
と
は
違
い
、
異
な
っ
た

人
々
だ
か
ら
こ
そ
一
つ
に
な
る
べ
き
な
の
だ
」。
彼
は
、
多
様
な

要
素
か
ら
成
る
イ
ン
ド
の
す
が
た
を
、
様
々
な
文
化
が
流
れ
込

む
河
と
し
て
描
い
て
い
ま
す
。
全
て
の
宗
教
、
な
ら
び
に
異
な

る
信
仰
を
持
つ
全
て
の
人
々
は
、
平
等
か
つ
自
由
な
市
民
と
し

て
、
居
住
の
権
利
が
あ
り
、
社
会
・
国
家
の
た
め
に
活
動
す
る

権
利
が
あ
り
ま
す
。

或
る
宗
教
や
信
仰
を
持
つ
人
の
生
殺
与
奪
な
ど
と
い
う
の
は
、

問
題
に
な
り
ま
せ
ん
。
世
界
に
と
っ
て
今
日
唱
え
ら
れ
る
べ
き

聖
句
は
「
生
き
よ
、
そ
し
て
生
か
せ
」
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
の
目
標
に
む
け
て
、
人
々
の
心
は
浄
化
さ
れ
る
べ
き
で

し
ょ
う
。「
精
神
的
な
ス
ラ
ム
は
、
物
質
的
な
ス
ラ
ム
以
上
に
危

険
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
不
寛
容
・
原
理
主
義
・
テ
ロ

リ
ズ
ム
そ
の
他
同
類
の
も
の
が
精
神
的
な
ス
ラ
ム
か
ら
生
ま
れ

ま
す
。
詩
人
と
作
家
に
よ
る
教
育
や
そ
の
他
の
支
援
活
動
が
、

こ
の
浄
化
作
業
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
博
士
（
17
）
は
書
い
て
い
ま
す
。「
真
の
宗
教
的

生
活
は
愛
の
中
に
顕
現
す
べ
き
で
あ
り
、
人
類
の
一
致
団
結
を

目
標
と
す
べ
き
で
あ
る
」。
彼
に
よ
れ
ば
、
世
界
の
一
致
団
結
と

い
う
目
標
は
不
殺
生
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
こ
そ
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
仏
教
・
ジ
ャ
イ
ナ
教
・
キ
リ
ス

ト
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
そ
の
他
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と

な
の
で
す
。

人
間
性
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
手
に
手
を
と
っ
て
進
ん
で

行
き
ま
す
。
人
間
性
（hum

anity

）
は
人
間
（hum

an

）
と
一
致
・

統
一
（unity

）
か
ら
成
り
ま
す
。
人
類
の
核
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

に
あ
り
ま
す
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
調
和
へ
の
通
路
で
す
。
個

人
に
お
け
る
調
和
が
社
会
・
国
・
世
界
に
お
け
る
調
和
へ
と
通

じ
て
い
き
ま
す
。
人
間
・
個
人
の
心
は
重
要
な
も
の
で
す
。
心

こ
そ
が
人
々
を
結
び
つ
け
ま
す
。
心
こ
そ
が
人
々
を
自
由
に
し

ま
す
。
心
が
制
御
さ
れ
浄
化
さ
れ
た
な
ら
ば
、
調
和
が
保
証
さ
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れ
、
そ
れ
は
平
和
に
貢
献
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ス
ワ
ミ
・
ヴ

ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
（
18
）
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
現
世
に
お
い
て
純
潔
な
状
態
を
獲
得
す
る
に
は
、
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
。
森
の
中
の
洞
窟
に
行
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ

れ
が
何
の
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。
心
が
制
御
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
洞
窟
に
住
ん
だ
と
し
て
も
何
の
意
味
も
な
い
。
と
い
う

の
は
、
心
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
も
平
穏
が
か
き
乱
さ

れ
る
か
ら
だ
。
洞
窟
の
中
に
も
二
十
人
の
悪
魔
が
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。
全
て
の
悪
魔
は
心
の
中
に
い
る
か
ら
だ
。
心
が
制
御
さ

れ
て
い
れ
ば
、
ど
こ
に
い
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
洞
窟
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
自
身
の
心
の
姿
勢
こ
そ
が
、
我
々
が
見
る
世
界
の
あ
り

か
た
を
決
定
し
て
い
る
。
我
々
の
思
考
が
物
事
を
美
し
く
す
る
。

我
々
の
思
考
が
物
事
を
醜
く
す
る
。
全
世
界
は
心
の
中
に
あ
る
。

物
事
を
正
し
く
見
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
」

詩
人
は
自
己
の
本
分
を
尽
く
し
、
人
類
の
心
を
清
ら
か
で
明

る
い
も
の
に
し
、
邪
悪
な
力
と
の
結
合
を
断
ち
切
る
よ
う
に
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
ま
た
、
正
義
に
反
す
る
こ
と

や
不
平
等
・
抑
圧
・
暴
力
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
ら
が

ど
こ
に
あ
ろ
う
と
も
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
と
っ
て
い
よ
う
と

も
、
そ
れ
を
暴
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
社
会
や
国
家
の
中
で
、

こ
の
よ
う
な
刺
激
が
作
用
す
る
な
ら
、
社
会
全
体
の
雰
囲
気
が

調
和
と
平
和
に
貢
献
す
る
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
社
会
に
お

け
る
平
等
と
正
義
と
は
、
人
類
の
行
動
を
導
く
べ
き
主
要
原
則

で
す
。
ダ
ル
マ
（
法
）
は
道
徳
的
強
靭
さ
と
社
会
正
義
に
基
づ
い

て
い
ま
す
。

巨
大
な
困
難
に
直
面
し
苦
痛
に
満
ち
た
世
界
、
そ
こ
で
は
悲

嘆
が
積
み
重
な
り
、
艱
難
辛
苦
が
増
大
し
、
虐
げ
ら
れ
た
人
々

が
悲
惨
な
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
ラ
ビ
ン
ド
ラ
ナ
ー
ト
・
タ
ゴ

ー
ル
の
中
に
宿
る
詩
人
を
苦
し
め
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界

で
し
た
。
彼
は
「
い
ま
、
わ
れ
に
帰
れ
」

（
19
）

の
中
で
、
詩
人
た
ち

に
虐
げ
ら
れ
た
人
々
の
た
め
の
活
動
を
支
持
す
る
よ
う
訴
え
か

け
ま
す
。

神
は
彼
か
ら
顔
を
背
け
た

誰
も
彼
を
助
け
よ
う
と
は
し
な
い

口
で
は
虚
勢
を
張
っ
て
も

劣
等
感
に
さ
い
な
ま
れ
る



詩
人
よ
、
立
ち
上
が
れ
。
君
が
心
を
持
っ
て
い
る
な
ら

そ
れ
を
ひ
っ
さ
げ
て
、
今
日
の
日
の
贈
り
物
と
す
る
の
だ

悲
嘆
は
積
み
重
な
り
、
苦
痛
は
激
し
い

苦
難
の
世
界
が
行
く
手
に
見
え
る

赤
貧
、
空
虚
、
狭
小
、
閉
鎖
、
暗
黒

食
べ
物
を
私
た
ち
は
求
め
る
、
私
た
ち
は
生
命
を
探
し
も

と
め
る

光
を
私
た
ち
は
必
要
と
す
る
、
私
た
ち
は
自
由
な
空
気
を

渇
望
す
る

私
た
ち
が
切
望
す
る
の
は
強
さ
だ
、
私
た
ち
が
熱
望
す
る

の
は
健
康
だ

そ
し
て
楽
し
く
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
一
生
だ

胸
は
勇
気
で
ふ
く
ら
む

こ
の
欠
乏
の
た
だ
中
で

詩
人
よ

い
ま
一
度
、
天
上
界
さ
な
が
ら
の
信
仰
を
も
た
ら
す
の
だ

私
は
、
一
九
九
一
年
、
ボ
ン
ベ
イ
の
『
バ
ヴ
ァ
ン
ズ
・
ジ
ャ

ー
ナ
ル
』
に
書
き
ま
し
た
。「
現
在
は
、
平
和
そ
の
も
の
を
強
め
、

全
世
界
の
平
和
運
動
を
強
化
す
べ
き
時
で
あ
る
。
現
在
は
、
平

和
の
鐘
を
鳴
ら
し
、
世
界
の
隅
々
に
ま
で
音
色
を
鳴
り
響
か
せ

る
べ
き
、
危
急
存
亡
の
秋と

き

で
あ
る
。
そ
れ
は
現
に
活
動
し
て
い

る
平
和
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
平
和
で
あ
る
。
墓
場
の
平
和
で

も
な
く
、
真
空
の
中
の
平
和
で
も
な
い
。
平
和
は
、
人
類
の
文

化
と
文
明
が
結
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
全
世
界
の

男
女
を
『
人
間
』
と
し
『
人
間
的
』
に
す
る
の
で
あ
る
。
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
な
姿
勢
こ
そ
が
、
人
類
を
成
長
さ
せ
進
歩
さ
せ
る
の

で
あ
る
」。
私
た
ち
全
員
は
、
こ
の
目
標
に
達
す
る
た
め
に
、
更

な
る
気
概
と
献
身
の
姿
勢
で
、
頑
張
っ
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
詩
人
の
会
の
無
事
成
功
を
お
祈
り
し
て
い

ま
す
。

注（
１
）
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
は
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
信
仰
と
シ
ヴ
ァ
信
仰
に
大
別
さ

れ
る
が
、
南
イ
ン
ド
で
活
躍
し
た
シ
ヴ
ァ
派
の
詩
人
た
ち
を
ナ

ー
ヤ
ン
マ
ー
ル
（
六
〜
十
一
世
紀
）、
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
派
の
詩
人

た
ち
を
ア
ー
ル
ワ
ー
ル
（
七
〜
一
○
世
紀
）
と
呼
ぶ
。
彼
ら
の

作
品
は
聖
典
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
派
で
尊
崇
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
タ
ミ
ル
語
の
箴
言
詩
集
『
テ
ィ
ル
ッ
ク
ラ
ル
』
の
作
者
（
五
世

紀
）。『
テ
ィ
ル
ッ
ク
ラ
ル
』
は
聖
典
扱
い
さ
れ
、
尊
敬
を
こ
め
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て
聖
テ
ィ
ル
バ
ル
バ
ル
と
称
さ
れ
る
。

（
３
）
イ
ン
ド
古
典
美
文
学
最
大
の
詩
人
（
四
〜
五
世
紀
）。
叙
情
詩

集
『
雲
の
使
い
』
や
詩
劇
『
シ
ャ
ク
ン
タ
ラ
ー
姫
』
が
有
名
。

（
４
）
叙
事
詩
『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
に
基
づ
き
主
人
公
ラ
ー
マ
王
子
へ

の
信
仰
を
鼓
吹
す
る
『
ラ
ー
ム
・
チ
ャ
リ
ッ
ト
・
ナ
ー
マ
ス
』

の
作
者
（
一
五
三
二
〜
一
六
二
三
）。
ラ
ー
マ
王
子
は
ヴ
ィ
シ

ュ
ヌ
神
の
化
身
と
さ
れ
る
が
、
ラ
ー
マ
信
仰
の
普
及
に
『
ラ
ー

ム
・
チ
ャ
リ
ッ
ト
・
ナ
ー
マ
ス
』
が
与
え
た
影
響
は
甚
大
で
あ

り
、
今
日
で
も
聖
典
と
し
て
尊
崇
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）『
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
を
タ
ミ
ル
語
で
翻
案
し
た
『
イ
ラ
ー
マ
ー

ヴ
ァ
ダ
ー
ラ
ム
』
の
作
者
（
九
〜
一
二
世
紀
。
諸
説
あ
り
）。

タ
ミ
ル
語
圏
で
は
「
詩
人
の
皇
帝
」
と
称
さ
れ
る
。

（
６
）
タ
ミ
ル
の
近
代
文
学
を
確
立
し
た
詩
人
（
一
八
八
二
〜
一
九
二

一
）。
愛
国
主
義
的
な
作
品
を
残
す
。

（
７
）
タ
ミ
ル
語
の
詩
人
。
バ
ー
ラ
テ
ィ
の
思
想
を
継
承
し
、
社
会
主

義
的
な
作
品
を
著
す
。

（
８
）
ケ
ラ
ラ
地
方
の
マ
ラ
ヤ
ー
ラ
ム
語
の
詩
人
（
一
八
七
九
〜
一
九

五
八
）。
民
衆
的
な
作
品
で
、
広
く
愛
唱
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
近
代
イ
ン
ド
の
詩
人
（
一
八
七
九
〜
一
九
四
九
）。
ガ
ン
デ
ィ

ー
に
賛
同
し
、
女
性
と
し
て
初
め
て
国
民
会
議
の
議
長
を
務
め

た
。

（
10
）
一
般
に
オ
ー
ロ
ビ
ン
ド
・
ゴ
ー
シ
ュ
と
呼
ば
れ
る
（
一
八
七
二

〜
一
九
五
○
）。
近
代
イ
ン
ド
を
代
表
す
る
思
想
家
の
一
人
で
、

国
民
会
議
派
の
過
激
派
と
し
て
活
動
し
た
後
、
南
イ
ン
ド
に
隠

棲
し
、
ヨ
ー
ガ
の
実
修
に
も
と
づ
い
て
、
伝
統
的
な
イ
ン
ド
思

想
を
新
た
に
体
系
化
し
た
。

（
11
）
詩
の
女
神
ム
ー
サ
（
ミ
ュ
ー
ズ
）
が
住
む
と
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア

の
丘
。

（
12
）
ム
ガ
ル
帝
国
第
三
代
皇
帝
（
在
位
一
五
五
六
〜
一
六
○
五
）。

ム
ガ
ル
帝
国
の
支
配
権
を
確
立
す
る
と
と
も
に
、
諸
宗
教
の
比

較
研
究
を
す
る
「
神
の
家
」
を
設
立
し
た
り
、
新
宗
教
「
神
の

宗
教
」
を
唱
え
る
な
ど
、
諸
教
融
合
的
な
思
潮
を
広
め
た
。

（
13
）
イ
ン
ド
の
宗
教
改
革
者
（
一
四
四
○
〜
一
五
一
八
頃
）。
ラ
ー

マ
信
仰
を
基
調
に
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
改
革
・
諸
宗
教
の
融
和
を

説
い
た
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
・
イ
ス
ラ
ー
ム
・
シ
ク
教
か
ら
等
し

く
尊
崇
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）
シ
ク
教
の
開
祖
（
一
四
六
九
〜
一
五
三
九
）。
カ
ビ
ー
ル
の
影

響
を
受
け
、
バ
ク
テ
ィ
に
も
と
づ
く
神
の
崇
拝
を
説
い
た
。

「
グ
ル
（
師
匠
）」
と
呼
ば
れ
る
。

（
15
）
タ
ミ
ル
の
文
学
者
・
宗
教
者
（
一
八
二
三
〜
七
四
）。
伝
統
的

な
シ
ヴ
ァ
賛
歌
の
中
に
現
代
的
な
主
題
を
盛
っ
た
作
品
を
著
す

と
と
も
に
、
宗
派
性
を
廃
し
慈
善
事
業
を
含
む
宗
教
活
動
を
行

っ
た
。

（
16
）
南
イ
ン
ド
の
不
可
触
民
出
身
の
宗
教
改
革
者
（
一
八
五
四
〜
一

九
二
八
）。
カ
ー
ス
ト
制
度
を
批
判
し
、
下
層
民
の
社
会
的
・

宗
教
的
救
済
を
行
っ
た
。

（
17
）
南
イ
ン
ド
出
身
の
哲
学
者
・
政
治
家
（
一
八
八
八
〜
一
九
七
七
）。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
・
ベ
ナ
レ
ス
大
学
学
長
等
を
歴

任
。
独
立
後
、
駐
ソ
大
使
・
副
大
統
領
を
経
て
、
大
統
領
に
選

任
さ
れ
た
。
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（
18
）
近
代
イ
ン
ド
の
宗
教
者
（
一
八
六
三
〜
一
九
○
二
）。
イ
ン
ド

伝
統
哲
学
の
宗
教
経
験
を
民
衆
に
分
か
り
や
す
く
説
い
た
ラ
ー

マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
（
一
八
三
六
〜
八
六
）
の
弟
子
で
、
ラ
ー
マ
ク

リ
シ
ュ
ナ
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
設
立
し
て
、
師
の
教
え
を
世
界
に

広
め
た
。

（
19
）
詩
集
『
絵
の
よ
う
な
女
』
所
収
。
森
本
達
雄
「
タ
ゴ
ー
ル
と
十

九
世
紀
ベ
ン
ガ
ル
の
民
族
覚
醒
」（『
タ
ゴ
ー
ル
著
作
集
』
別
巻

「
タ
ゴ
ー
ル
研
究
」、
一
九
九
三
年
、
第
三
文
明
社
）
に
抄
訳
が

あ
る
。
本
稿
で
は
パ
ド
マ
ナ
ー
バ
ン
氏
が
引
用
し
た
英
文
に
も

と
づ
き
翻
訳
し
た
。

※
訳
注
に
あ
た
っ
て
は
、
田
中
於
菟
彌
・
坂
田
貞
二
『
イ
ン
ド
の
文
学
』

（
一
九
七
八
年
、
ピ
タ
カ
）、
早
島
鏡
正
他
『
イ
ン
ド
思
想
史
』（
一
九

八
二
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

（
Ａ
・
パ
ド
マ
ナ
ー
バ
ン
／
メ
ガ
ラ
ヤ
州
元
知
事
・

世
界
詩
歌
協
会
副
会
長
）

（
ま
え
が
わ
・
け
ん
い
ち
／
東
洋
哲
学
研
究
所
研
究
員
）
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