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イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
を
め
ぐ
っ
て

眞
田
芳
憲
先
生
の
講
演
に
関
連
し
て

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

中

井

本

秀

二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
同
時
多
発
テ
ロ
は
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
そ
れ
自
体
が
理
解
し
が
た
い
ほ
ど
の
規
模
で
あ
っ

た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
報
復
攻
撃
、
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
、
イ
ラ
ク
へ
の
軍
事
攻
撃
の
危
機

等
、
憎
悪
の
連
鎖
を
増
幅
す
る
と
い
う
憂
慮
す
べ
き
事
態
を
招
い
て
し
ま
っ
た
。
む
ろ
ん
、
数
千
人
に
及
ぶ
一
般
市
民
の
犠
牲
者
を
出
し

た
テ
ロ
リ
ズ
ム
自
体
は
許
さ
れ
ざ
る
犯
罪
で
あ
る
が
、
前
号
の
所
報
で
石
川
浩
徳
現
宗
研
所
長
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ア

メ
リ
カ
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
攻
撃
も
と
う
て
い
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
い
っ
た
い
何
が
そ
う
さ
せ
て
し
ま
っ
た

の
か
。

ア
メ
リ
カ
政
府
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
テ
ロ
を
引
き
起
こ
し
た
の
は
、
オ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ィ
ン
率
い
る
ア
ル
カ
ー
イ
ダ
と
い
う
イ

ス
ラ
ー
ム
過
激
派
（
若
し
く
は
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
組
織
）
で
あ
る
と
い
う
。
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
人
で
あ
る
オ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー

デ
ィ
ン
が
ア
メ
リ
カ
を
憎
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
が
湾
岸
戦
争
後
も
サ
ウ
デ
ィ
ア
ラ
ビ
ア
に
駐
留
し
続
け
る
こ
と
に
対
し

て
、
異
教
徒
が
聖
地
を
蹂
躙
し
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
実
効
支
配
し
て
い
た
タ
リ
バ

ン
政
権
に
つ
い
て
も
、
西
欧
的
に
近
代
化
さ
れ
た
社
会
か
ら
見
れ
ば
、
近
代
的
価
値
観
を
取
り
入
れ
て
い
な
い
前
近
代
的
な
（
イ
ス
ラ
ー

ム
原
理
主
義
的
な
）
支
配
を
行
っ
て
い
る
と
喧
伝
さ
れ
た
。
ま
る
で
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
自
体
に
危
険
な
問
題
因
子
が
含
ま
れ
て
い

る
か
の
如
き
報
道
が
続
い
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
、
現
代
宗
教
研
究
所
に
お
い
て
も
、
現
今
の
世
界
情
勢
か
ら
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
に
関
す
る
理
解
は
不
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可
欠
で
あ
ろ
う
と
い
う
判
断
か
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
に
着
手
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
際
、
昨
年
秋
か
ら
今
年
に
か
け
て
、
一
般
社
会

の
中
で
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注
意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
、
中
東
問

題
専
門
家
等
に
よ
る
講
演
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
が
数
多
く
開
催
さ
れ
て
き
て
い
る
。
筆
者
も
、
国
際
宗
教
研
究
所
主
催
の
講
演
会
（『「
イ

ス
ラ
ム
原
理
主
義
」
と
そ
の
背
景
』）
や
、
日
本
ム
ス
リ
ム
協
会
・

（
世
界
宗
教
者
平
和
会
議
）
共
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（「
イ

ス
ラ
ー
ム
を
理
解
し
よ
う

平
和
へ
の
対
話
と
協
力
」）、
立
正
大
学
仏
教
学
部
主
催
の
講
演
会
（「
現
代
世
界
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
の
意

義
に
つ
い
て
」）、
そ
し
て
現
宗
研
主
催
の
こ
の
講
演
会
に
出
席
し
た
。
い
ず
れ
の
講
師
の
方
々
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
若
し
く
は
中
東
地
域
研

究
の
専
門
家
で
、
専
門
と
す
る
学
問
分
野
は
様
々
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
通
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
キ
リ
ス
ト
教
を
基
盤
に
し
た

宗
教
観
や
西
欧
近
代
的
価
値
観
の
無
自
覚
な
適
用
（
濫
用
）
は
、
こ
と
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
し
て
は
、
誤
解
を
生
む
こ
と
は
あ
っ
て
も
理
解

を
促
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
基
本
姿
勢
を
お
持
ち
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
を
理
解
す
る
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
合
わ
せ
た
思

考
枠
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
眞
田
芳
憲
先
生
の
ご
講
演
は
、
表
題
に
あ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
」
だ
け
で
な
く
、
広
く
イ
ス
ラ
ー
ム

の
基
本
概
念
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
へ
の
視
点
等
、
多
岐
に
及
び
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
無
知
な
私
ど
も
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
、
ご
配
慮
下
さ
っ
た

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
個
人
的
に
は
特
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
三
極
構
造
と
し
て
、
タ
ウ
ヒ
ー
ド
（
神
の
唯
一
性
）、
ウ
ン
マ
（
イ
ス
ラ
ー

ム
共
同
体
）、
シ
ャ
リ
ー
ヤ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
）
を
掲
げ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
特
質
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
視
点
は
、
極
め
て
興
味
深
い
も

の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
を
扱
う
こ
と
は
筆
者
の
能
力
を
越
え
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
表
題
の
「
イ
ス
ラ
ー

ム
原
理
主
義
」
に
絞
っ
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義（

）と
は
何
を
指
す
術
語
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
で
使
わ
れ
る
「
イ
ス

ラ
ー
ム
原
理
主
義
」
と
い
う
語
は
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
組
織
に
よ
る
テ
ロ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
よ
う
な
用
法
が
多
い
。
こ
れ
に
従
え

ば
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
忠
実
に
、
頑
迷
に
従
っ
て
い
け
ば
、
暴
力
的
で
卑
劣
な
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
引
き
起
こ
す
の
は
当
然
で
あ
る
」
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と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
本
質
的
に
、
卑
劣
な
無
差
別
殺
人
を
許

容
す
る
宗
教
だ
と
決
め
つ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
悪
意
の
こ
も
っ
た
レ
ッ
テ
ル
貼
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
頻
発
さ
せ
る
過
激
派
組
織
に
「
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
」
と
い
う
形
容
を
か
ぶ
せ
る
こ
と
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
に
対
す
る
偏
見
を
助
長
さ
せ
、
現
在
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
本
当
の
姿
を
覆
い
隠
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
従
っ
て
、「
イ
ス
ラ
ー
ム

原
理
主
義
」
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
忠
実
に
従
い
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
、
す
な
わ
ち
、
宗
教
的
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的
に
も

経
済
的
に
も
社
会
的
に
も
イ
ス
ラ
ー
ム
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
立
場
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
西
欧
近
代
的
価
値
観
か
ら
の
一
方
的

な
評
価
で
は
な
く
、
よ
り
事
実
に
即
し
た
形
で
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
大
塚
和
夫
氏
は
、
こ
の
辺
の
状
況
を
辛
辣
に
、
そ
し
て
適
切

に
表
現
し
て
い
る
。

世
俗
化
・
政
教
分
離
・
信
仰
の
個
人
の
内
面
化
な
ど
が
進
行
す
る
は
ず
の
「
近
代
」
に
お
い
て
、
あ
え
て
前
代
の
遺
物
で
あ
る
カ

ビ
の
は
え
た
「
宗
教
」
な
ん
ぞ
を
持
ち
出
し
て
社
会
・
政
治
改
革
を
行
お
う
と
す
る
「
反
動
的
」
な
「
時
代
錯
誤
者
た
ち
」
に
、

キ
リ
ス
ト
教
社
会
で
既
に
用
い
ら
れ
、
類
似
し
た
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
つ
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
ラ
ベ
ル

を
貼
り
つ
け
、
蔑
視
し
つ
つ
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
安
心
す
る
モ
ダ
ニ
ス
ト
の
姿
が
、
む
し
ろ
そ
こ
か
ら
浮
か
ん
で
く
る
の

で
す
。
そ
こ
に
は
、
自
分
た
ち
と
異
な
る
文
化
の
な
か
で
生
じ
て
い
る
不
可
思
議
な
出
来
事
、
不
可
解
な
行
動
を
、「
彼
ら
の
」

世
界
認
識
の
枠
組
み
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
内
在
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
地
道
な
努
力
を
払
わ
ず
に
、「
自
分
た
ち
の
」
枠
組

み
を
安
易
に
用
い
て
わ
か
っ
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
、
怠
隋
な
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
す
ら
感
じ
ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う

な
姿
勢
の
な
か
に
は
、
自
分
た
ち
の
も
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
や
近
代
と
い
う
固
定
観
念
を
相
対
化
し
、
異
文
化
の
理
解
を
目
指
す
と

い
っ
た
真
摯
さ
は
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。（
大
塚
和
夫
「
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
イ
ス
ラ
ー
ム
」（
井
上
順
孝
・
大
塚
和
夫
編

『
フ
ァ
ン
ダ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
は
何
か
ー
世
俗
主
義
へ
の
挑
戦
』
一
九
九
四
年
、
新
曜
社
、
七
四
頁
）

そ
れ
で
は
、
外
部
世
界
か
ら
は
原
理
主
義
と
し
て
映
る
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
姿
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
起
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こ
り
は
、
眞
田
先
生
の
ご
講
演
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
八
世
紀
に
ア
ラ
ビ
ア
半
島
で
起
こ
っ
た
ワ
ッ
ハ
ー
ブ
運
動
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
神
秘
主
義
や
現
世
利
益
信
仰
が
は
び
こ
っ
て
い
た
ア
ラ
ビ
ア
半
島
で
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
時
代
の
ウ
ン
マ
、
す

な
わ
ち
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
に
戻
れ
と
い
う
運
動
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
本
来
の
姿
に
立
ち
返
れ
と
い

う
運
動
を
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
専
門
家
た
ち
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
運
動
、
乃
至
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
復
興
運
動
は
、
ほ
と
ん
ど
の
伝
統
宗
教
が
そ
の
展
開
過
程
で
経
験
す
る
、
所
謂
、
原
点
回
帰
運
動
の
一
つ
と
し
て
理
解
し

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
日
蓮
宗
に
於
い
て
も
、
一
致
派
が
室
町
か
ら
江
戸
中
後
期
に
か
け
て
展
開
し
た
教
学
は
、
中
古
天
台

の
影
響
を
強
く
受
け
、
徹
底
し
た
本
覚
法
門
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
総
括
し
た
上
で
、
祖
書
中
心
主
義
へ
と
回
帰
し
、
数
百
年

に
亘
っ
た
一
致
派
教
学
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
も
、
原
点
回
帰
運
動
の
一
形
態
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
伝
統
宗
教

は
、
い
ず
れ
も
千
年
以
上
に
亘
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
政
治
体
制
、
社
会
情
勢
等
に
敏
感
に
反
応
し
な
が
ら
展
開
を
遂
げ
て
き
た
の

で
あ
る
か
ら
、
時
代
に
相
応
し
た
変
化
を
含
む
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
程
度
の
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
不
動
の
権
威

を
持
つ
宗
教
的
原
点
に
回
帰
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
の
宗
教
改
革
や
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ

ズ
ム
の
勃
興
も
同
様
の
動
機
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
で
顕
在
化
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
運
動
も
、
一
種
の
原
点
回
帰
運
動
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

た
だ
、
た
と
え
イ
ス
ラ
ー
ム
復
興
運
動
が
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
席
巻
し
た
と
し
て
も
、
他
の
宗
教
の
原
点
回
帰
運
動
と
比
較
す
る
と
、
現

在
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
の
状
況
は
説
明
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
は
、
近
代
国
家
の
礎
で
あ

る
近
代
法
を
取
り
入
れ
て
お
ら
ず
、
原
則
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
い
た
国
家
を
形
成
し
て
い
る
。
経
済
に
し
て
も
、
資
本
主
義
国

家
で
も
な
く
、
共
産
主
義
国
家
で
も
な
い
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
基
づ
い
た
経
済
運
営
を
旨
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
西
欧
的
価
値
観
に
対
す

る
抵
抗
も
相
当
な
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
単
な
る
宗
教
の
原
点
回
帰
運
動
と
い
っ
た
視
点
か
ら
は
説
明
で
き
な
い
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
復
興
運
動
が
現
在
の
「
原
理
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
要
因
は
、
二
つ
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
つ
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は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
の
特
質
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
政
治
的
、
社
会
的
、
そ
し
て
経
済
的
側
面
に
お
い
て
も
、
そ
の
影
響

力
を
強
く
発
揮
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
本
来
、
ク
ル
ア
ー
ン
（
コ
ー
ラ
ン
）、
ス
ン
ナ
（
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行
録
）

に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
が
、
と
く
に
シ
ャ
リ
ー
ヤ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
法
）
に
基
づ
く
ウ
ン
マ
（
イ
ス
ラ
ー
ム
共
同
体
）
の
形
成
を
通
し

て
、
世
俗
社
会
に
直
接
関
わ
る
教
義
体
系
を
持
つ
。
所
謂
、
信
仰
や
祈
り
と
い
っ
た
宗
教
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
生
活
す
べ
て
が
イ
ス

ラ
ー
ム
な
の
で
あ
る
。
基
本
的
に
出
家
主
義
で
あ
る
仏
教
か
ら
す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
正
反
対
の
宗
教
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
点

が
原
点
回
帰
運
動
を
し
て
、
極
め
て
政
治
的
色
彩
を
濃
く
す
る
原
因
と
な
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義

と
い
う
言
葉
を
使
わ
ず
に
、
政
治
的
イ
ス
ラ
ー
ム
（

）と
呼
ぶ
研
究
者
が
多
い
の
も
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
基
づ
く
も

の
で
あ
ろ
う
。

二
つ
目
は
、
一
九
世
紀
以
降
、
ほ
と
ん
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
が
、
欧
米
の
利
権
争
い
に
翻
弄
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
が
あ
る
。
し

か
も
二
〇
世
紀
後
半
に
は
、
急
激
な
西
欧
的
近
代
化
を
図
っ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
国
が
そ
れ
に
失
敗
し
、
そ
の
軋
轢
の
中
で
、
イ
ス

ラ
ー
ム
は
、
徐
々
に
勢
力
を
増
し
て
い
っ
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。
西
欧
的
近
代
化
が
行
き
詰
ま
り
、
近
代
化
の
恩
恵
を
受
け
ら
れ
る

人
が
少
数
の
場
合
、
大
多
数
の
人
々
の
不
満
が
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
ク
ラ
イ
シ
ス
と
結
び
つ
き
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
点
へ
の
回
帰
へ

と
向
か
う
の
は
、
宗
教
の
歴
史
的
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
る
。

「
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
」
と
い
う
術
語
の
背
景
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
眞
田
先

生
が
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、「
原
理
主
義
」（

）の
語
源
と
言
わ
れ
る
、
一
九
三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
ト
の
保
守
主
義
運
動
と
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
の
中
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
現
代
の
資
本
主

義
社
会
を
構
築
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
社
会
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
も
し
仮
に
、
ア
メ
リ
カ
経
済
が
破
綻
し
、
近
代
的

価
値
観
が
崩
壊
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
中
で
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
へ
の
回
帰
運
動
が
盛
ん
と
な
り
、
プ
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ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
の
自
覚
が
薄
れ
て
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
予
想
も

可
能
で
あ
る
。

最
後
に
、
筆
者
に
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
攻
撃
が
ど
れ
ほ
ど
愚
か
な
も
の
で
あ
る
か
を
知
ら
し
め
て
く
れ
た
一
文
を
紹

介
し
た
い
。
加
藤
尚
武
氏
（
鳥
取
環
境
大
学
学
長
・
日
本
哲
学
会
委
員
長
）
が
、
ご
自
身
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（

）
の
中
で
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
ゲ
ル
ニ
カ
を
忘
れ
な
い
で
』
と
い
う
題
名
の

短
文
で
あ
る
が
、
二
〇
〇
一
年
九
月
二
四
日
の
日
付
で
あ
る
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
攻
撃
以
前
に
草
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
全
文
を
引
用
す
る
。

テ
ロ
リ
ズ
ム
攻
撃
の
も
っ
と
も
憎
む
べ
き
点
は
、
そ
れ
が
無
差
別
殺
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ビ
ル
で
働
く
市

民
、
そ
の
飛
行
機
に
乗
り
合
わ
せ
た
市
民
が
す
べ
て
無
差
別
に
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

テ
ロ
リ
ス
ト
が
拷
問
を
し
た
と
き
テ
ロ
リ
ス
ト
に
拷
問
を
す
る
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が
生
物
兵
器
を
用
い
た
と
き
テ
ロ
リ
ス
ト
に

生
物
兵
器
を
用
い
る
、
加
害
者
に
被
害
者
と
同
じ
苦
し
み
を
与
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
報
復
で
あ
る
。
報
復
で
あ
る
が

正
義
で
は
な
い
。「
拷
問
は
不
正
で
あ
る
」、「
生
物
兵
器
の
使
用
は
不
正
で
あ
る
」
と
い
う
加
害
者
と
被
害
者
に
共
通
し
て
適

用
さ
れ
る
原
則
が
守
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

テ
ロ
リ
ス
ト
が
無
差
別
殺
人
を
し
た
と
き
、
空
爆
に
よ
っ
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
を
客
人
と
し
て
扱
う
タ
リ
バ
ン
の
支
配
下
に
あ

る
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
民
を
無
差
別
殺
人
に
処
す
る
。
こ
れ
は
報
復
で
も
な
い
し
正
義
で
も
な
い
。「
報
復
」
で
な
い
の
は
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
民
は
加
害
者
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
正
義
」
で
な
い
の
は
、「
無
差
別
殺
人
は
不
正
で
あ
る
」
と
い
う

共
通
の
原
則
が
守
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一

ス
ペ
イ
ン
の
町
ゲ
ル
ニ
カ

に
フ
ラ
ン
コ
将
軍
の
側
に
た
っ
た
ド
イ
ツ
飛
行
機
に
よ
る
無
差
別
爆
撃
が
行
わ
れ
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た
と
き（
一
九
三
七
）、
世
界
中
が
憤
激
し
、
ピ
カ
ソ
が
大
作
ゲ
ル
ニ
カ
を
発
表
し
た
。
ア
メ
リ
カ
大
統
領
フ
ー
バ
ー
は
「
非
戦

闘
員
の
殺
傷
が
不
正
で
あ
る
こ
と
」
を
再
確
認
す
る
書
簡
を
発
表
し
た
。

二

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
参
戦（
一
九
四
一
）し
、
日
本
に
対
す
る
空
爆
が
有
効
な
手
段
と
見
な
さ
れ
る

段
階
に
な
る
と
「
非
戦
闘
員
の
殺
傷
が
不
正
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
原
則
は
事
実
上
無
視
さ
れ
た
。
し
か
し
「
現
存
す
る
戦
闘

行
為
を
停
止
さ
せ
る
不
可
欠
の
手
段
」
と
し
て
正
当
化
さ
れ
た
。
原
爆
の
投
下
、
ベ
ト
ナ
ム
で
の
空
爆
、
湾
岸
戦
争
で
の
空

爆
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
内
戦
で
の
空
爆
は
、
い
ず
れ
も
「
現
存
す
る
戦
闘
行
為
を
停
止
さ
せ
る
不
可
欠
の
手
段
」
と
し
て
正
当

化
さ
れ
た
。

三

も
し
も
テ
ロ
リ
ス
ト
攻
撃
へ
の
報
復
と
い
う
理
由
で
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
空
爆
が
な
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
も
は
や
「
現
存

す
る
戦
闘
行
為
を
停
止
さ
せ
る
不
可
欠
の
手
段
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。「
テ
ロ
リ
ス
ト
の
次
の
攻
撃
に
先
手
を

う
つ
先
制
攻
撃
」
と
し
て
空
爆
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
湾
岸
戦
争
で
の
空
爆
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
内
戦
で
の
空
爆
が
、
た

と
え
正
当
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
同
じ
理
由
で
正
当
化
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
空
爆
の
新
し
い
適
用
事
例
と
な
る
。

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
無
差
別
殺
人
を
憎
む
も
の
が
、
空
爆
と
い
う
先
制
攻
撃
を
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
国
民
に
行
う
な
ら
ば
、
無
差
別

殺
人
と
い
う
同
じ
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
世
界
は
ゲ
ル
ニ
カ
の
時
代
に
逆
流
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ピ
カ
ソ
の
作
品
が
訴
え
て

い
た
も
の
が
「
非
戦
闘
員
の
殺
傷
が
不
正
で
あ
る
こ
と
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
世
界
中
が
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。


