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【
解　

説
】

　

ト
ル
コ
の
ム
ス
タ
フ
ァ
・
ケ
マ
ル
・
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
の
名
前
が
広
く
知
ら
れ
、
世
界
各
国
の
歴
史
教
科
書
に
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の 

は
、
彼
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
時
代
ま
で
存
続
し
た
カ
リ
フ
制
度
の
廃
止
と
と
も
に
政
教
分
離
を
実
行
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
イ

ス
ラ
ー
ム
圏
に
お
い
て
の
宗
教
と
国
家
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
ケ
マ
ル
の
決
断
を
も
っ
て
解
決
し
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
。
多
く
の
国
に
と
っ
て
新
生
ト
ル
コ
は
、
見
習
う
べ
き
と
は
か
ぎ
ら
な
い　
　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
激
し
い
拒
絶
の
対
象
と
も
な
り
う 

る　
　

一
つ
の
事
例
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

　

ふ
り
返
る
と
、
二
〇
世
紀
の
あ
い
だ
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
国
々
で
は
、
国
民
国
家
と
い
う
近
代
的
な
器
の
中
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
ど
う
位
置
づ

け
る
か
に
つ
い
て
の
論
争
が
延
々
と
つ
づ
け
ら
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
運
動
家
と
人
民
が
一
致
し
て
「
ム
ス
リ
ム
の
国
」
を
求

め
、
イ
ン
ド
か
ら
離
別
し
た
パ
キ
ス
タ
ン
で
も
、
建
国
後
、
政
教
関
係
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
は
政
治
の
場
を
か
き
乱
し
つ
づ
け
た
。
ま
た
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に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

ス
カ
ル
ノ
「
わ
た
し
は
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
」

（
『
パ
ン
ジ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
』
第
二
九
号
、
一
九
四
〇
年
）1
　

訳
と
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イ
ラ
ン
で
は
、
強
引
な
政
策
と
異
議
申
し
立
て
の
応
酬
の
す
え
に
政
教
分
離
の
体
制
が
打
倒
さ
れ
、
ケ
マ
ル
の
時
代
の
ト
ル
コ
と
は
正
反
対

の
方
向
で
、
政
教
一
致
を
掲
げ
た
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
が
成
立
し
た
。
で
は
、
世
界
最
大
の
ム
ス
リ
ム
人
口
を
抱
え
る
国
で
あ
る
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
に
お
い
て
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

　

私
は
以
前
、
本
誌
の
第
七
四
号
と
第
七
五
号
に
お
い
て
、
一
九
八
〇
年
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
交
わ
さ
れ
た
ヌ
ル
ホ
リ
ス
・
マ
ジ
ッ
ド
と

モ
ハ
マ
ッ
ド
・
ル
ム
の
「
政
治
書
簡
」
を
紹
介
し
た2

。
そ
の
と
き
解
説
し
た
よ
う
に
、
理
知
と
互
い
の
敬
意
を
含
ん
だ
こ
の
二
人
の
や
り
と

り
（
発
端
は
ア
ミ
ン
・
ラ
イ
ス
の
発
言
で
あ
っ
た
）
が
各
所
に
出
回
り
、
広
く
共
感
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
け
る
宗

教
と
国
家
を
め
ぐ
る
論
争
は
一
応
の
決
着
を
み
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
事
実
、
そ
れ
以
後
を
見
る
と
、
社
会
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
化
を
推
進
す

る
動
き
が
活
発
に
な
る
一
方
で
、
「
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
」3

と
い
う
世
俗
的
な
国
家
原
則
を
維
持
す
る
こ
と
へ
の
合
意
は
多
く
の
集
団
や
人
々
の

あ
い
だ
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
。
論
争
の
火
種
は
完
全
に
は
消
え
て
い
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
「
歴
史
」
と
し
て
ふ
り
返
る
ぐ

ら
い
の
余
裕
は
あ
り
そ
う
だ
と
い
う
の
が
こ
の
国
の
現
在
地
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
国
民
国
家
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
黎
明
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
宗
教
と
国
家
の
関
係
を
め
ぐ
る
論
争
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を

理
解
す
る
た
め
に
、
ス
カ
ル
ノ
（
一
九
〇
一

－

一
九
七
〇
）
が
著
し
た
あ
る
論
考
の
翻
訳
と
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
の
解
説
を
お
こ
な
い
た
い
。

論
考
の
タ
イ
ト
ル
は
「
わ
た
し
は
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
（S

a
y

a
 K

u
ra

n
g

 D
in

a
m

is

）
」
で
あ
る
。
一
部
の
研
究
者
の
あ
い

だ
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
論
考
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
全
訳
と
し
て
発
表
さ
れ
た
も
の
は
ま
だ
な
い
。

　

政
治
家
ス
カ
ル
ノ
と
知
識
人
ス
カ
ル
ノ

　

ス
カ
ル
ノ
は
、
言
わ
ず
と
知
れ
た
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
国
の
初
代
大
統
領
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
半
ば
に
独
立
を
果
た
し
た
ア
ジ
ア
の
諸
国

に
は
、
往
々
に
し
て
国
父
と
よ
ば
れ
る
ス
ケ
ー
ル
の
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
が
存
在
し
た
が
、
ス
カ
ル
ノ
も
そ
の
よ
う
な
指
導
者
の
一
人
で
あ
っ
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た
。
稀
代
の
演
説
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
彼
が
集
会
の
壇
上
に
立
つ
た
び
に
独
立
運
動
は
活
気
づ
い
た
。
独

立
後
は
、
国
内
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
会
議
や
非
同
盟
諸
国
会
議
な
ど
の
国
際
舞
台
に
お
い
て
も
そ
の
能
力
を
発
揮
し
た
。

意
気
軒
昂
で
、
風
采
が
よ
く
、
新
生
地
域
大
国
の
象
徴
と
し
て
多
く
の
要
件
を
そ
な
え
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
政
治
家
人
生
は
苦
難
の
連
続
で
あ
り
、
ス
カ
ル
ノ
自
身
に
と
っ
て
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
と
っ
て
も
言
葉
に
な
ら
な

い
惨
劇4

と
と
も
に
幕
を
閉
じ
た
。
そ
の
こ
と
ゆ
え
に
ス
カ
ル
ノ
は
、
成
功
し
た
指
導
者
と
し
て
は
語
ら
れ
な
い
。
で
は
代
わ
っ
て
ほ
か
の
誰

か
が
治
め
て
い
た
ら
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
惨
劇
を
免
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
歴
史
家
は
首
を
か
し
げ
る
だ
ろ
う
。
ス
カ
ル
ノ
を
と
り
ま
く
状
況

を
見
た
人
類
学
者
の
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ー
ツ
は
、
惨
劇
の
後
に
書
い
た
論
文
で
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
問
題
は
、
文
化
的
に
多
様
で
あ
り

な
が
ら
そ
の
多
様
性
を
諸
勢
力
が
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
い
こ
と
だ
と
指
摘
し
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
「
世
界
で
他
に
例
を
み
な
い
ほ
ど
宗

教
的
シ
ン
ボ
ル
の
密
度
が
高
い
」
こ
の
国
に
お
い
て
ス
カ
ル
ノ
は
、
「
そ
れ
ら
の
諸
シ
ン
ボ
ル
を
広
く
目
く
ば
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ

ら
を
新
生
共
和
国
の
汎
教
理
的
な
国
家
宗
教
に
ま
と
め
あ
げ
る
と
い
う
た
ぐ
い
ま
れ
な
能
力
を
も
っ
た
男
」
で
あ
っ
た
と
評
し
て
い
る5

。
ど

う
解
釈
す
る
に
せ
よ
、
こ
れ
は
ス
カ
ル
ノ
と
い
う
存
在
を
的
確
に
言
い
あ
ら
わ
し
た
表
現
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

 2 　

翻
訳
『
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
な
ど
存
在
し
な
い
―
ヌ
ル
ホ
リ
ス
・
マ
ジ
ッ
ド
と
モ
ハ
マ
ッ
ド
・
ル
ム
の
政
治
書
簡
』
（
ア
グ
ス
・
エ
デ
ィ
・
サ
ン
ト
ソ
編
、

ジ
ャ
ン
バ
タ
ン
社
、
一
九
九
七
年
）
。
解
説
付
き
の
前
編
は
『
久
留
米
大
学
法
学
』
第
七
四
号
に
掲
載
。

 3 　

 

「
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
」
は
「
五
原
則
」
の
意
味
。
①
唯
一
の
神
へ
の
信
仰
、
②
公
正
で
文
化
的
な
人
道
主
義
、
③
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
統
一
、
④
合
議
制

と
代
議
制
に
お
け
る
叡
智
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
民
主
主
義
、
⑤
全
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
民
に
対
す
る
社
会
的
公
正
、
を
そ
の
内
容
と
す
る
。

 4 　

 

「
九
月
三
〇
日
事
件
」
と
し
て
知
ら
れ
る
軍
事
ク
ー
デ
タ
ー
と
そ
の
直
後
の
国
軍
に
よ
る
共
産
党
員
・
共
産
党
シ
ン
パ
の
集
団
虐
殺
の
こ
と
。
犠
牲

者
の
数
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
最
低
で
も
五
〇
万
人
以
上
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
百
万
人
以
上
で
あ
ろ
う
と
い
う
報
告
も
あ
る
。

 5 　

Ｃ
・
ギ
ア
ー
ツ
『
文
化
の
解
釈
学
Ⅱ
』
（
吉
田
禎
吾
・
柳
川
啓
一
・
中
牧
弘
充
・
板
橋
作
美
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）
所
収
の
論
考
「
意
味
の
政
治
」

（
原
書
は
、C

liffo
rd

 G
eertz, “

T
h

e P
o
litics o

f M
ea

n
in

g
”, in

 C
la

ire H
o
lt w

ith
 th

e a
ssista

n
ce B

en
ed

ict O
’G

 A
n

d
erso

n
 a

n
d
 J

a
m

es 

S
ieg

el ed
., C

u
ltu

re a
n

d
 P

olitics in
 In

d
on

esia
, C

o
rn

ell U
n

iv
ersity

, 1972
）
、
二
一
二
頁
よ
り
。



スカルノ「わたしはそれほどダイナミックではない」（佐々木）131

4

　

こ
の
ス
カ
ル
ノ
が
、
政
治
家
で
あ
る
と
同
時
に
一
人
の
卓
越
し
た
知
識
人
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ス

カ
ル
ノ
は
、
そ
の
膨
大
な
量
の
演
説
録
を
含
め
る
と
、
彼
が
生
き
た
時
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
お
い
て
お
そ
ら
く
最
も
多
く
の
著
述
を
残
し

た
人
物
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
著
述
に
触
れ
る
た
び
、
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
目
の
覚
め
る
よ
う
な
博
識
と
一
つ

一
つ
の
こ
と
ば
に
宿
さ
れ
た
力
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
ス
カ
ル
ノ
一
人
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
初
代
副
大
統
領
の
モ
ハ
マ
ッ
ド
・
ハ
ッ
タ
（
一
九
〇
二

－

一
九
八
〇
）
し
か
り
、

ス
カ
ル
ノ
の
論
敵
と
し
て
知
ら
れ
た
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ナ
ッ
シ
ー
ル
（
一
九
〇
八

－

一
九
九
三
）
し
か
り
、
こ
の
時
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
牽

引
し
た
知
識
人
た
ち
の
顔
ぶ
れ
を
み
る
と
、
お
し
な
べ
て
同
様
の
博
識
と
こ
と
ば
の
力
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
何
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
と

い
え
ば
、
ひ
と
つ
に
植
民
地
支
配
へ
の
抵
抗
に
不
可
欠
な
英
気
や
向
学
心
か
ら
で
あ
っ
た
と
想
像
す
る
が
、
同
時
に
思
い
あ
た
る
の
は
、「
イ

ス
ラ
ー
ム
と
近
代
」
な
い
し
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
国
家
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
と
格
闘
す
る
と
い
う
難
題
が
、
彼
ら
の
知
的
営
為
の
場
に

あ
ら
か
じ
め
組
み
こ
ま
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
強
大
な
形
而
上
学
的
パ
ワ
ー
を
放
ち
つ
つ
、
近
代
的
価
値　
　

す
で
に
彼
ら
自
身

の
一
部
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の　
　

と
真
っ
向
か
ら
対
峙
す
る
側
面
を
も
つ
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
の
存
在
が
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
彼
ら
の
思
考
は
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
深
遠
さ
を
得
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
を
近
代
化
せ
よ

　

じ
っ
さ
い
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
近
代
」
お
よ
び
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
国
家
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
ス
カ
ル
ノ
の
政
治
思
想
に
お
け

る
ひ
と
つ
の
重
大
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
彼
が
最
も
一
貫
し
て
ひ
と
つ
の
主
張
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
と
も

ふ
り
返
ら
れ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
彼
の
主
張
は
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
「
イ
ス
ラ
ー
ム
を
近
代
化
せ
よ
」
と
い
う

点
に
お
い
て
揺
ら
ぎ
が
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
主
張
に
揺
ら
ぎ
が
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
自
身
が
変
化
を
経
験
し
な
か
っ
た
わ
け
で
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は
な
い
。

　

ス
カ
ル
ノ
は
一
九
二
六
年
に
、
デ
ビ
ュ
ー
論
文
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
イ
ス
ラ
ミ
ズ
ム
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
」6

を
発
表
す
る
。
こ
れ
は
当
時

三
つ
の
潮
流
に
分
裂
し
て
い
た
反
植
民
地
運
動
を
一
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
の
意
義
を
説
く
も
の
で
あ
り
、こ
の
と
き
す
で
に
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、

時
代
に
取
り
残
さ
れ
か
ね
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
変
革
す
る
（
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
結
合
す
る
）
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
、
長
い
考
察
の
対
象

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
内
容
は
、
自
身
を
含
め
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
問
題
を
語
る
と
い
う
よ
り
も
、
一
人
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
、
あ
た
か
も
外
部
か
ら
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
民
（k
a
u

m
 Isla

m

）
」
を
叱
咤
す
る
か
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
時
代
、
ス
カ
ル
ノ
が
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
民
」
と
呼
ん
だ
人
々
の
多
く
に
通
じ
る
特
徴
は
、
幼
い
時
分
か
ら
聖
典
や
説
教
師
の
こ
と
ば

と
と
も
に
生
活
が
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
世
界
観
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。『
ジ
ャ
ワ
の
宗
教
』7

に
お
い
て
ギ
ア
ー
ツ
が
「
サ

ン
ト
リ
」
と
類
型
化
し
た
の
も
そ
の
よ
う
な
人
々
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
ス
カ
ル
ノ
は
、
父
親
が
ジ
ャ
ワ
人
ム
ス
リ
ム
、
母
親
が
バ
リ

人
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
い
う
家
庭
で
育
ち
、
植
民
地
政
府
が
用
意
し
た
近
代
的
で
世
俗
的
な
公
教
育
の
路
線
を
突
き
進
ん
だ
人
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ム
イ
ス8

が
描
い
た
よ
う
な
「
西
洋
か
ぶ
れ
」
し
た
イ
ン
テ
リ
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
も
い
た
が
、
こ
の
頃
の
ス

カ
ル
ノ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
と
悪
び
れ
ず
に
距
離
を
置
い
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

　

ス
カ
ル
ノ
が
よ
り
み
ず
か
ら
の
問
題
と
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
を
と
ら
え
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
の
思
索
を
深
め
て
い
く
の
は
右
の
論
文
よ

り
も
後
の
こ
と
で
、
そ
の
い
き
さ
つ
は
彼
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
植
民
地
政
府
に
よ
る
二
度
目
の
逮
捕
（
一
九
三
三
年
）
の
の
ち

 6 　

S
u

k
a
rn

o
, “

N
a
sio

n
a
lism

e, Isla
m

ism
e, M

a
rx

ism
e”, S

u
lu

h
 In

d
on

esia
 M

u
d
a
, 1926.

 7 　

C
liffo

rd
 G

eertz, T
h

e R
elig

ion
 of J

a
v
a
, G

len
co

e, Illin
o
is: F

ree P
ress, 1960.

 8 　

ア
ブ
ド
ゥ
ル
・
ム
イ
ス
は
一
八
八
六
年
に
生
ま
れ
一
九
五
九
年
に
死
没
し
た
作
家
。
独
立
運
動
の
闘
士
で
も
あ
っ
た
。
一
九
二
八
年
に
書
い
た
小
説

S
a
la

h
 A

su
h

a
n

（
邦
訳
『
西
洋
か
ぶ
れ
―
教
育
を
誤
っ
て
』
松
浦
健
二
訳
、
井
村
文
化
事
業
社
、一
九
八
二
年
）
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
文
学
史
上
に
残
る
傑
作
。
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に
送
ら
れ
た
フ
ロ
ー
レ
ス
島
の
流
刑
地
エ
ン
デ
に
お
い
て
ス
カ
ル
ノ
は
、
当
時
「
イ
ス
ラ
ー
ム
統
一
協
会
」9

の
指
導
者
で
あ
っ
た
ア
フ
マ
ッ

ド
・
ハ
サ
ン
（
一
八
八
七

－

一
九
五
八
）10

と
約
二
年
間
に
わ
た
っ
て
手
紙
の
や
り
と
り
を
す
る
。
の
ち
に
『
エ
ン
デ
書
簡
』11

と
し
て
公
表
さ

れ
る
そ
の
文
通
の
大
部
分
に
お
い
て
彼
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
遅
れ
を
ど
う
取
り
戻
す
か
を
議
論
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
最
後
の
手
紙
の
な

か
で
、
自
身
の
魂
（jiw

a

）
の
変
化
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
告
白
し
た
。

 

「
こ
れ
ま
で
の
手
紙
に
は
わ
た
し
の
魂
の
軌
跡
の
一
部
分
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
ふ
ら
ふ
ら
と
し
て
い
た
わ
た
し
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
魂

は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
確
信
す
る
魂
と
な
り
、
神
の
存
在
を
知
っ
て
は
い
て
も
そ
れ
に
身
を
捧
げ
て
い
な
か
っ
た
魂
は
日
々
神
と
向
き
あ
う

魂
と
な
り
、
神
性
に
つ
い
て
哲
学
を
論
じ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
魂
は
日
々
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
魂
と
な
っ
て
ゆ
き
ま
し
た
」12
。

　

そ
の
後
、
マ
ラ
リ
ア
罹
患
を
き
っ
か
け
に
エ
ン
デ
か
ら
移
送
さ
れ
、
一
九
三
八
年
か
ら
暮
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
次
の
流
刑
地
ス
マ
ト
ラ
島

の
ベ
ン
ク
ル
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
教
育
組
織
「
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
」13

の
支
部
が
あ
っ
た
。
ス
カ
ル
ノ
は
、
同
組
織
の
学
校
で
教
師
を
す
る

な
ど
し
て
そ
の
活
動
に
加
わ
っ
た
（
ベ
ン
ク
ル
で
彼
は
近
隣
と
の
交
流
を
許
可
さ
れ
た
）
。
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
は
、
「
ク
ル
ア
ー
ン
と
預
言
者
の

ス
ン
ナ
に
立
ち
返
る
」
こ
と
を
標
榜
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
の
組
織
で
あ
り
、
古
い
因
習
や
宗
教
的
権
威
へ
の
盲
従
を
排
す
る
こ
と
で

イ
ス
ラ
ー
ム
を
近
代
に
復
興
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
。
「
サ
ン
ト
リ
」
の
活
動
の
場
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
ス
カ
ル
ノ
に
と
っ
て
居
心
地

の
良
さ
は
保
証
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
エ
ン
デ
で
の
覚
醒
の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
こ
う
し
た
成
り
行
き
は
自
然
で
も
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
こ
で
ス
カ
ル
ノ
は
、
大
き
な
落
胆
を
経
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
の
話
で
も
あ
る
が
、
「
ク
ル
ア
ー
ン
と
預
言
者
の
ス

ン
ナ
に
立
ち
返
る
」
こ
と
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
近
代
化
」
を
確
約
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ス
カ
ル
ノ
は
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
内
部
に
残
存
す
る

い
く
つ
か
の
、
彼
か
ら
み
て
時
代
お
く
れ
の
慣
習
に
つ
い
て
異
議
を
唱
え
た
。
有
名
な
「
カ
ー
テ
ン
問
題
」14

は
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
集
会

所
に
設
置
さ
れ
た
男
女
を
仕
切
る
カ
ー
テ
ン
を
見
て
ス
カ
ル
ノ
は
憤
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
カ
ー
テ
ン
は
女
性
の
隷
属
的
地
位
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
本
質
を
見
失
っ
た
因
習
、
あ
る
い
は
神
が
与
え
た
人
間
の
理
性
を
軽
視
す
る
悪
し
き
因
習
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
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た
。
ス
カ
ル
ノ
の
訴
え
は
騒
動
と
な
っ
て
広
が
り
、
一
九
三
九
年
七
月
に
は
、
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
全
国
大
会
の
開
催
を
控
え
た
同
組
織
の
議
長

の
も
と
に
も
彼
の
意
見
書
が
届
け
ら
れ
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
改
革
を
唱
え
て
い
な
が
ら
、
そ
の
実
は
旧
態
依
然
と
し
た
人
々
に
た
い
し
て
、

ス
カ
ル
ノ
は
批
判
を
強
め
て
い
っ
た
。

　

宗
教
と
国
家
を
分
離
せ
よ

　

翌
一
九
四
〇
年
は
、
知
識
人
ス
カ
ル
ノ
に
と
っ
て
昂
揚
の
年
と
な
っ
た
。
こ
の
年
、
彼
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
近
代
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
そ

れ
ま
で
の
思
索
の
成
果
を
次
々
と
猛
烈
な
勢
い
で
書
き
あ
ら
わ
し
た
。
発
表
媒
体
は
、
メ
ダ
ン
を
拠
点
と
す
る
週
刊
誌
『
パ
ン
ジ
・
イ
ス
ラ
ー

ム
』
（
一
九
三
四
年
創
刊
）
で
あ
っ
た
。
原
稿
の
長
さ
は
定
ま
り
が
な
く
、
ひ
と
つ
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
き
複
数
回
に
わ
け
て
掲
載
さ
れ
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
発
表
さ
れ
た
も
の
を
時
系
列
に
並
べ
る
と
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
を
若
返
ら
せ
る
」15
、
「
ら
く
だ
の
社
会
と
飛
行
機
の
社
会
」16
、 

 9 　

イ
ス
ラ
ー
ム
統
一
教
会
（P

ersatu
an

 Islam
: 

通
称P

ersis

）
は
一
九
二
三
年
に
ジ
ャ
ワ
島
の
バ
ン
ド
ン
で
設
立
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
改
革
主
義
の
団
体
。

10　

ア
フ
マ
ッ
ド
・
ハ
サ
ン
は
一
八
八
七
年
生
ま
れ
、
一
九
五
八
年
死
没
。
イ
ス
ラ
ー
ム
統
一
協
会
の
創
設
者
で
あ
り
、
モ
ハ
ン
マ
ド
・
ナ
ッ
シ
ー
ル
の

師
で
も
あ
っ
た
。

11　

 

『
エ
ン
デ
書
簡
』
（S
u

ra
t-S

u
ra

t Isla
m

 d
a
ri E

n
d
eh

）
に
つ
い
て
は
土
屋
健
治
が
詳
し
く
と
り
あ
げ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
土
屋
健
治 

『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
―
思
想
の
系
譜
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
四
年
、
一
九
三

－

二
〇
五
頁
）
。

12　

後
年
著
し
た
自
伝
（S

u
k
a
rn

o: A
n

 A
u

tob
iog

ra
p
h

y
, A

s T
old

 to C
in

d
y
 A

d
a
m

s , B
o
b
b
s-M

errill, 1965. 

邦
訳
『
ス
カ
ル
ノ
自
伝
―
シ
ン

デ
ィ
・
ア
ダ
ム
ス
に
口
述
』
黒
田
春
海
訳
、
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
）
に
お
い
て
も
ス
カ
ル
ノ
は
、
エ
ン
デ
で
の
孤
独
な
流
刑
生
活
は
、
あ
ら
た
め

て
神
と
向
き
あ
う
機
会
を
あ
た
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
回
顧
し
て
い
る
。

13　

ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
は
、
ア
フ
マ
ッ
ド
・
ダ
ー
ラ
ン
（
一
八
六
八

－

一
九
二
三
）
に
よ
っ
て
一
九
一
二
年
に
ジ
ョ
グ
ジ
ャ
カ
ル
タ
で
設
立
さ
れ
た
。
学
校

や
病
院
の
運
営
を
中
心
に
、
今
日
ま
で
全
国
規
模
で
活
動
を
展
開
し
て
い
る
。

14　

カ
ー
テ
ン
問
題
に
つ
い
て
は
、
土
屋
健
治
『
前
掲
書
』
二
〇
六

－

二
一
一
頁
が
詳
し
い
。

15　

S
u

k
a
rn

o
, “

M
e-“

m
u

d
a
”-k

a
n

 P
en

g
ertia

n
 Isla

m
”, P

a
n

ji Isla
m

, N
o
.12-15, 1940.

16　

S
u

k
a
rn

o
, “

M
a
sy

a
ra

k
a
t O

n
ta

 d
a
n

 M
a
sy

a
ra

k
a
t K

a
p
a
l-u

d
a
ra

”, P
a
n

ji Isla
m

, N
o
.16, 1940.
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「
な
ぜ
ト
ル
コ
は
宗
教
と
国
家
を
分
離
し
た
か
？
」17
、
「
わ
た
し
は
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
」
、
「
浅
学
菲
才
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」18

で

あ
る
。

　

こ
の
い
ず
れ
の
論
考
も
重
要
な
主
張
を
含
ん
で
お
り
、
の
ち
に
す
べ
て
ス
カ
ル
ノ
の
個
人
論
集
『
革
命
の
旗
の
も
と
に
』
に
所
収
さ
れ
る

こ
と
に
な
る19

。
全
体
を
つ
う
じ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
近
代
化
せ
よ
と
い
う
主
張
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
が
、
「
な
ぜ
ト
ル
コ
は
宗
教
と
国
家

を
分
離
し
た
か
？
」
と
そ
れ
に
つ
づ
く
「
わ
た
し
は
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
」
の
二
篇
は
と
く
に
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
国
家
」

の
あ
る
べ
き
関
係
を
掘
り
下
げ
て
論
じ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
今
回
紹
介
す
る
の
は
、
こ
の
う
ち
の
後
者
で
あ
る
。

　

そ
の
紹
介
に
先
立
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
近
代
化
に
つ
い
て
の
ス
カ
ル
ノ
の
主
張
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム

の
信
仰
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
点
、
聖
典
ク
ル
ア
ー
ン
と
預
言
者
の
ス
ン
ナ
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ス
カ
ル
ノ
と
全
て

の
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
・
メ
ン
バ
ー
と
の
あ
い
だ
に
相
違
は
な
か
っ
た
。
ス
カ
ル
ノ
が
彼
ら
の
多
く
と
異
な
っ
た
の
は
、
人
間
の
理
性
を
活
用
す

る
幅
を
最
大
限
ま
で
ひ
ろ
げ
よ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
に
し
た
が
え
ば
、
人
間
の
行
動
は
、「
フ
ァ
ル
ド
（
義
務
）
」
「
マ
ン 

ド
ゥ
ー
ブ
（
推
奨
）
」
「
ム
バ
ー
フ
（
任
意
）
」
「
マ
ク
ル
ー
フ
（
忌
避
）
」
「
ハ
ラ
ー
ム
（
禁
止
）
」
と
い
う
五
つ
の
範
疇
に
分
け
ら
れ
る
。
ス

カ
ル
ノ
は
、
社
会
が
複
雑
化
し
た
近
代
に
お
い
て
は
ム
バ
ー
フ20

の
領
域
が
ひ
ろ
が
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
何
を
為
す
か
が
重
要
で
あ
る
と
考
え

た
。
た
と
え
ば
、
ク
ル
ア
ー
ン
に
「
石
鹸
」
に
ふ
れ
た
箇
所
は
な
く
、
預
言
者
は
手
桶
を
水
と
砂
で
洗
い
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し

そ
れ
は
預
言
者
の
時
代
に
石
鹸
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
二
〇
世
紀
の
人
々
に
石
鹸
を
使
う
な
と
命
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
清
潔
に
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
の
な
ら
、
砂
で
は
な
く
石
鹸
を
使
え
ば
よ
い
と
い
う
の
が
ス
カ
ル
ノ
の
主
張
で
あ
っ
た
。
い
わ

ば
ク
ル
ア
ー
ン
の
教
え
の
「
実
質
」
を
汲
ん
だ
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
そ
れ
は
前
述
の
カ
ー
テ
ン
問
題
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
神
も

預
言
者
も
女
性
の
隷
従
を
否
定
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
趣
意
に
こ
そ
従
う
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ス
カ
ル
ノ
に
よ
れ
ば
、
イ
ス

ラ
ー
ム
の
近
代
化
と
は
、
時
代
が
近
代
で
あ
る
か
ら
推
し
進
め
ら
れ
る
べ
き
と
い
う
よ
り
も
、
た
ん
に
イ
ス
ラ
ー
ム
本
来
の
姿
に
立
ち
戻
る
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こ
と
で
も
あ
っ
た
。

　

ス
カ
ル
ノ
は
論
敵
を
向
こ
う
に
堂
々
と
こ
の
よ
う
な
主
張
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
未
解
決
な
の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
に

よ
る
解
釈
の
相
違
の
問
題
で
あ
っ
た
。
ス
カ
ル
ノ
が
ム
バ
ー
フ
と
み
な
す
こ
と
は
本
当
に
ム
バ
ー
フ
な
の
か
。
ふ
た
た
び
カ
ー
テ
ン
を
例
に

と
る
と
、
こ
れ
を
大
事
な
「
秩
序
」
の
た
め
の
も
の
と
み
な
す
考
え
方
も
あ
る
。
そ
の
場
合
、
カ
ー
テ
ン
は
女
性
の
隷
従
を
強
い
る
た
め
に

存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
間
が
弱
い
存
在
で
あ
る
以
上
、
間
違
い
を
犯
さ
な
い
た
め
の
予
防
策
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
カ
ー
テ
ン
を

引
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
が
神
の
教
え
で
あ
り
、
預
言
者
の
ス
ン
ナ
な
の
で
あ
る
。
ス
カ
ル
ノ
の
主
張
に
対
し
て
は
、
多
く
の
者

に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
反
駁
が
な
さ
れ
た
。

　

で
は
、
主
題
が
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
国
家
」
と
な
る
と
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
結
局
は
こ
こ
で
も
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
を
め
ぐ
る
立
場
の
ち
が

い
が
、
ス
カ
ル
ノ
と
批
判
者
た
ち
の
あ
い
だ
の
溝
を
深
め
る
こ
と
に
な
る
。
ス
カ
ル
ノ
か
ら
み
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
な
い
し
シ
ャ
リ
ー
ア
は
、

ム
バ
ー
フ
の
領
域
が
ひ
ろ
が
り
つ
づ
け
て
い
る
以
上
、
社
会
を
統
制
す
る
実
定
法
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な
い
。
だ
か
ら
そ
も
そ
も
「
シ
ャ

リ
ー
ア
に
基
づ
く
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
の
形
成
と
い
う
選
択
肢
は
無
用
で
あ
り
、
か
つ
有
害
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
行
動
す
る
人
々
の
内

面
に
お
い
て
生
か
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
国
家
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
支
柱
と
す
る
近
代
的
規
範
と
と
も
に
作
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

17　

S
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o
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u
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i M
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isa
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g

a
m

a
 d

a
ri N

eg
a
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?
”, P

a
n

ji Isla
m

, N
o
.20-26, 1940.

18　

S
u

k
a
rn

o
, “

Isla
m

 S
o
n

to
lo

y
o
”, P

a
n

ji Isla
m

, 1940.

19　

論
集
は
、S

u
k

a
rn

o
, D

ib
a
w

a
h

 B
en

d
era

 R
ev

olu
si , v

o
l.1, 1959. 

国
内
の
研
究
論
文
で
は
、
土
屋
健
治
『
前
掲
書
』
と
間
苧
谷
栄
『
現
代
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
研
究
―
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
文
化
』
（
勁
草
書
房
、
一
九
八
三
年
）
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
論
考
を
も
と
に
し
た
ス
カ
ル
ノ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
論

の
紹
介
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。

20　

便
宜
上
、
以
下
も
「
ム
バ
ー
フ
」
と
記
す
が
、
「
ジ
ャ
ー
イ
ズ
」
（
「
許
さ
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
）
と
表
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
批
判
者
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
は
依
然
と
し
て
有
効
で
あ
り
、
国
家
形
成
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を

も
つ
。
現
に
神
の
啓
示
や
預
言
者
の
ス
ン
ナ
は
事
細
か
に
ム
ス
リ
ム
の
生
活
を
律
す
る
文
言
を
残
し
て
い
る
。
ス
カ
ル
ノ
が
い
う
ほ
ど
ム
バ
ー

フ
の
領
域
は
広
く
な
く
、
シ
ャ
リ
ー
ア
は
実
定
法
と
し
て
の
役
割
を
失
わ
な
い
。
ま
た
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
依
拠
は
神
の
教
え
か
ら
逸
脱

し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ム
ス
リ
ム
の
務
め
は
あ
く
ま
で
シ
ャ
リ
ー
ア
を
実
践
す
る
こ
と
だ
。
百
歩
譲
っ
て
国
民
国
家
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る

も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
シ
ャ
リ
ー
ア
を
実
践
す
る
た
め
の
仮
の
器
で
あ
り
、
け
っ
し
て
目
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と21

。

　

論
説
「
わ
た
し
は
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
」
に
つ
い
て

　

ス
カ
ル
ノ
が
ケ
マ
ル
・
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
の
ト
ル
コ
、
ひ
い
て
は
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
に
お
け
る
宗
教
と
国
家
の
分
離
の
正
当
性
を
伝
え
よ
う
と

し
た
「
ト
ル
コ
は
な
ぜ
宗
教
と
国
家
を
分
離
し
た
か
？
」
は
、
七
回
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
長
編
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
発
表
す
る
あ
い
だ
、

ス
カ
ル
ノ
は
ム
ハ
マ
デ
ィ
ヤ
の
ソ
ロ
支
部
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
る
週
刊
誌
『
ア
デ
ィ
ル
』
（
一
九
三
二
年
発
刊
）
の
執
筆
者
た
ち
か
ら
強
い

批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
ら
は
、
ス
カ
ル
ノ
に
よ
る
ト
ル
コ
の
現
状
に
つ
い
て
の
認
識
と
そ
の
大
胆
な
聖
典
解
釈
に
た
い
し
て
拒

絶
の
態
度
を
示
し
、
「
ス
カ
ル
ノ
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
す
ぎ
る
」
と
皮
肉
っ
た
。
論
考
「
わ
た
し
は
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
」
は
、

そ
の
批
判
を
受
け
て
の
ス
カ
ル
ノ
の
応
答
で
あ
る
。

　

こ
の
短
い
論
考
に
は
ひ
と
つ
の
見
落
と
せ
な
い
思
想
的
意
義
が
あ
る22

。
そ
れ
は
、
「
ト
ル
コ
は
な
ぜ
宗
教
と
国
家
を
分
離
し
た
か
？
」
で

は
控
え
め
に
し
か
表
現
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
地
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
」
に
つ
い
て
の
ス
カ
ル
ノ
の
と
ら
え
方
や
考
え

方
が
、
こ
の
論
考
で
は
十
分
な
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
換
え
る
と
、
博
識
の
知
識
人
ス
カ
ル
ノ
で
は
な
く
、

土
着
の
政
治
家
と
し
て
の
ス
カ
ル
ノ
が
ど
の
よ
う
な
国
民
国
家
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
独
立
と
繁
栄
を
描
い
て
い
る
の
か
が
、
こ
こ
で
は
っ
き
り

と
示
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
論
考
の
見
ど
こ
ろ
は
ま
た
、
ス
カ
ル
ノ
の
特
徴
と
も
い
え
る
現
実
主
義
的
な
思
考
の
回
路
が
、
「
雲
の
上
を
漂
う
理
想
主
義
者
」
で

あ
る
批
判
者
た
ち
へ
の
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
存
分
に
現
れ
出
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
専
門
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
政
治
家
人
生

後
半
の
情
動
的
な
言
動
の
印
象
が
勝
る
せ
い
か
、
一
方
に
ハ
ッ
タ
ら
の
「
実
務
家
」
タ
イ
プ
を
置
き
な
が
ら
、
他
方
で
ス
カ
ル
ノ
を
夢
想
家

の
理
想
主
義
者
と
し
て
扱
う
こ
と
が
定
番
の
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
あ
る
時
期
に
つ
い
て
そ
う
し
た
図
式
は
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
こ
だ
け
を
見
て
い
て
は
ス
カ
ル
ノ
の
像
を
と
ら
え
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
彼
の
立
脚
点
は
終
始
、
現
実
主
義
に
あ
り
、
そ
こ
を
よ
く
認

識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
時
代
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
治
を
め
ぐ
る
多
く
の
事
柄
も
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

さ
ら
な
る
注
目
点
と
し
て
、
こ
の
論
考
に
は
、
現
実
主
義
的
な
思
考
に
沿
い
つ
つ
、
お
そ
ら
く
は
政
治
的
に
や
む
な
し
と
の
判
断
か
ら
ス

カ
ル
ノ
が
選
び
と
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
、
あ
る
思
想
上
の
「
妥
協
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
論
考
の
後
半
に
お
い
て
ス
カ
ル
ノ
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
国
家
を
希
求
す
る
『
ア
デ
ィ
ル
』
の
論
敵
た
ち
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。「
あ
な
た
方
は
あ
な
た
方
の
理
想
を
追
求
す
れ
ば
よ
い
。

た
だ
し
あ
な
た
方
も
認
め
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
従
っ
て
で
あ
る
。
で
き
る
も
の
な
ら
正
真
正
銘
の
イ
ス
ラ
ー
ム
精
神
を
も
つ
民
衆
で
議
会
を

あ
ふ
れ
さ
せ
て
み
よ
。
で
き
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
民
衆
が
ま
だ
『
イ
ス
ラ
ー
ム
民
衆
』
と
な
っ
て
い
な
い
証
で
あ
る
」
と
。

　

威
勢
よ
く
聞
こ
え
る
が
、
こ
こ
に
違
和
が
あ
る
。
「
イ
ス
ラ
ー
ム
を
近
代
化
せ
よ
」
（
近
代
化
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
こ
そ
が
あ
る
べ
き
イ
ス 

ラ
ー
ム
だ
）
と
い
う
普
段
の
彼
の
主
張
か
ら
す
る
と
、
「
正
真
正
銘
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
い
う
誉
れ
あ
る
形
容
を
（
彼
の
訴
え
る
「
近
代
化
」

を
受
け
入
れ
な
い
）
相
手
に
譲
り
わ
た
す
の
は
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
清
掃
員
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
」
が
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
を
求

め
る
代
表
者
を
選
ば
ず
と
も
、
彼
が
「
正
真
正
銘
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
教
徒
で
は
な
い
な
ど
と
は
い
え
な
い
と
、
ス
カ
ル
ノ
な
ら
ば
論
理
展
開

21　

こ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
立
場
の
相
違
に
つ
い
て
、
間
苧
谷
は
ス
カ
ル
ノ
に
対
す
る
ナ
ッ
シ
ー
ル
の
反
論
を
用
い
な
が
ら
考
察
し
て
い
る
。

間
苧
谷
栄
『
前
掲
書
』
二
五
〇

－

二
五
六
頁
。

22　

こ
の
「
思
想
的
意
義
」
に
つ
い
て
は
、
土
屋
健
治
『
前
掲
書
』
二
二
一
頁
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
れ
を
せ
ず
、
ス
カ
ル
ノ
が
こ
の
「
妥
協
」
を
選
ん
だ
理
由
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
追
及
し
な
い
。
た
だ
、
ひ
と
つ
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
の
は
、
こ
の
の
ち
今
日
ま
で
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
治
に
は
「
正
真
正
銘
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
を
排
他
的
に
自
認
す
る
勢
力
が
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
制
度
内
で
非
民
主
的
な
言
動
を
く
り
ひ
ろ
げ
る
と
い
う
逆
説
が
、
ま
る
で
持
病
の
ご
と
く
繰
り
返
し
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う
事
実
で
あ
る
（
非
民
主
的
な
勢
力
と
い
え
ば
、
か
つ
て
の
共
産
党
や
国
軍
な
ど
も
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た
ほ
か
な
ら

ぬ
ス
カ
ル
ノ
自
身
が
後
年
そ
の
よ
う
な
ふ
る
ま
い
を
目
立
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
が
）
。
む
ろ
ん

こ
れ
は
、
こ
の
と
き
に
ス
カ
ル
ノ
が
根
気
強
く
思
想
上
の
闘
い
を
継
続
し
て
い
れ
ば
ど
う
に
か
な
っ
た
と
い
う
話
で
は
な
い
。
し
か
し
、
す

く
な
く
と
も
、
彼
の
「
妥
協
」
と
と
も
に
残
さ
れ
た
思
想
的
課
題
を
彼
自
身
が
解
決
す
る
機
会
は
ふ
た
た
び
巡
っ
て
こ
な
か
っ
た
し
、
彼
の

後
継
と
な
る
者
た
ち
も
当
分
の
あ
い
だ
現
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
と
ス
カ
ル
ノ

　

と
こ
ろ
で
、
ス
カ
ル
ノ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
国
家
原
則
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
立
案
者
で
も
あ
る
。
一
九
四
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー
ム

（
と
近
代
あ
る
い
は
国
家
）
を
め
ぐ
る
一
連
の
論
考
は
、
ナ
ッ
シ
ー
ル
と
の
論
争23

な
ど
を
経
な
が
ら
も
、
修
正
を
ほ
ど
こ
す
こ
と
な
く
パ
ン 

チ
ャ
シ
ラ
の
立
案
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
。
ち
な
み
に
、
一
九
四
一
年
か
ら
独
立
の
年
ま
で
、
ス
カ
ル
ノ
の
大
き
な
関
心
は
進
行
中
の
第
二

次
世
界
大
戦
に
向
け
ら
れ
、
相
対
的
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
問
題
は
論
じ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
一
九
四
〇
年
と
い
う
年
に
発
表
さ

れ
た
一
連
の
論
考
は
、
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
成
立
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
も
つ
と
い
え
る
。

　

パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
の
立
案
意
図
を
知
る
た
め
の
最
も
直
接
的
な
資
料
は
、
独
立
の
二
ヶ
月
余
り
前
、
一
九
四
五
年
六
月
一
日
に
開
催
さ
れ
た

独
立
準
備
調
査
会
に
お
け
る
ス
カ
ル
ノ
の
演
説
録
（
「
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
誕
生
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
も
の
）24

で
あ
る
。
そ
の
中
心
を
な
す
と
こ
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ろ
に
お
い
て
は
、
論
説
「
わ
た
し
は
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
」
で
示
さ
れ
た
ス
カ
ル
ノ
の
「
妥
協
」
部
分
が
、
ほ
と
ん
ど
こ
と

ば
を
変
え
ず
に
入
れ
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
も
ま
た
ス
カ
ル
ノ
の
現
実
主
義
的
思
考
の
産
物
で
あ
る
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
。
む
ろ
ん
、
現
実
主
義
的
思
考
の
産
物
で
あ
る
か
ら
壊
れ
や
す
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
は
そ
の
逆
で
あ
ろ
う
。
い
く
た
び

か
チ
ャ
レ
ン
ジ
を
受
け
な
が
ら
、
今
日
ま
で
パ
ン
チ
ャ
シ
ラ
は
独
立
時
の
形
の
ま
ま
国
家
原
則
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

　

最
後
に
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
ス
カ
ル
ノ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
論
へ
の
評
価
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
こ
う
。
今
日
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
も
は

や
希
少
な
存
在
と
な
っ
た
が
、
独
立
前
後
の
こ
の
国
に
は
、
名
目
上
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
り
な
が
ら
イ
ス
ラ
ー
ム
を
軽
視
し
、
も
っ
ぱ

ら
西
洋
由
来
の
世
俗
主
義
的
な
価
値
を
称
揚
す
る
イ
ン
テ
リ
が
数
多
く
い
た
。
彼
ら
「
通
常
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
と
区
別
す
る
か
た
ち
で
、

ス
カ
ル
ノ
を
「
宗
教
に
中
立
の
立
場
を
と
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
見
解
が
あ
る25

。
こ
の
見
解
は
そ
の
と
お
り
で
、
ス
カ

ル
ノ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
論
に
接
す
る
さ
い
に
避
け
る
べ
き
誤
り
は
、
世
俗
主
義
者
が
政
敵
を
懐
柔
す
る
た
め
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
「
扮
装
」
を
行

な
っ
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
一
方
で
、
ス
カ
ル
ノ
を
研
究
し
た
人
々
の
や
は
り
多
く
に
共
通
す
る
の
は　
　

エ
ン
デ
で
の
「
覚
醒
」
を
経
た
と
し
て
も　
　

ス
カ

ル
ノ
は
第
一
義
的
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
つ
づ
け
た
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
も
し
彼
が
真
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
重
視
し
て
い
た
な
ら
ば
、

ナ
ッ
シ
ー
ル
ら
が
訴
え
た
啓
示
宗
教
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ
り
方
を
彼
も
ま
た
理
解
し
、
そ
れ
と
敵
対
し
な
い
解
決
策
を
模
索
し
た
で

あ
ろ
う
と
い
う
わ
け
だ26

。
そ
の
考
察
ど
お
り
に
ス
カ
ル
ノ
が
「
啓
示
」
を
軽
視
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
ナ
ッ
シ
ー
ル
を
は
じ
め
と
し
た

23　

た
と
え
ば
、
間
苧
谷
栄
『
前
掲
書
』
二
三
八

－

二
六
二
頁
を
参
照
の
こ
と
。

24　

M
a
n

u
sia

 d
a
n

 M
a
sy

a
ra

k
a
t B

a
ru

 In
d
on

esia
 

（C
iv

ics

）, P
.N

. B
a
la

i P
u

sta
k

a
, J

a
k

a
rta

, 1963, p
p
. 295-313. 

日
本
国
際
問
題
研
究
所
・

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
部
会
編
、
播
里
枝
監
修
『
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
資
料
集
・
上
―
一
九
四
五

－

一
九
五
九
年
』
一
九
七
二
年
、
一

－

一
七
頁
に
全
訳
が
あ
る
。

25　

間
苧
谷
栄
『
前
掲
書
』
二
三
九
頁
な
ど
参
照
。

26　

間
苧
谷
『
前
掲
書
』
二
六
〇
頁
な
ど
。
間
苧
谷
は
、
ナ
ッ
シ
ー
ル
と
対
比
し
な
が
ら
、
ス
カ
ル
ノ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
は
「
啓
示
宗
教
と
し
て
の
性
格
が

き
わ
め
て
希
薄
な
も
の
で
あ
る
」
と
評
し
て
い
る
。
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論
敵
と
の
生
産
的
な
対
話
の
可
能
性
は
、
最
初
か
ら
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

け
れ
ど
も
、
は
た
し
て
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
人
物
へ
の
評
価
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
物
が
生
き
た
時
代
や
そ
の
直
後
の
時
代
に
は

正
当
に
な
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
ひ
と
つ
の
思
想
的
営
為
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
不
十
分
で
、
類
似
の
営
為
の
集
積
が
と

も
な
っ
て
最
初
の
営
為
の
新
た
な
意
味
が
発
見
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
得
て
し
て
あ
る
。
ス
カ
ル
ノ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
論
へ
の
評
価
を
ど
う
定

め
る
か
は
、
私
た
ち
研
究
者
の
目
下
の
課
題
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

 

【 

訳 

】

 

わ
た
し
は
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い27

　

 

『
ア
デ
ィ
ル
』
誌
の
諸
兄
は
、
わ
た
し
の
こ
と
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
す
ぎ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
諸
兄
は
ま
た
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク

さ
は
わ
た
し
自
身
の
性
分
に
よ
る
も
の
と
お
考
え
の
よ
う
だ
。
そ
の
と
お
り
な
ら
、
わ
た
し
は
こ
れ
を
た
い
へ
ん
名
誉
な
こ
と
と
し
て
受
け

と
め
た
い
。
な
ぜ
な
ら
わ
た
し
は
、
ど
の
民
族
、
ど
の
方
面
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
人
物
に
対
し
て
大
き
な
敬
意
を
抱
い
て

い
る
か
ら
だ
。
た
と
え
敵
で
あ
れ
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
人
物
に
は
帽
子
を
と
っ
て
敬
意
を
表
し
た
い
し
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
を
欠
く
友
人
に

対
し
て
は
「
テ
ン
ペ
」
だ
［
し
ょ
ぼ
い
］
（
［　

］
内
は
訳
者
。
以
下
も
同
じ
）
と
言
っ
て
や
り
た
い
。
も
し
だ
れ
か
が
わ
た
し
の
こ
と
を
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
と
評
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
わ
た
し
に
と
っ
て
は
大
き
な
不
幸
で
あ
る
。
昼
も
夜
も
わ
た
し
は
、
ア
ッ
ラ
ー
が
わ

た
し
を
も
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
人
間
に
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
祈
っ
て
い
る
の
だ
！



翻　訳120

15

　

で
あ
る
か
ら
、
『
ア
デ
ィ
ル
』
の
諸
兄
が
わ
た
し
の
こ
と
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
す
ぎ
る
と
お
っ
し
ゃ
る
な
ら
ば
、
わ
た
し
は
こ
う
お
答
え
し

た
い
。
「
残
念
な
が
ら
、
み
な
さ
ん
、
わ
た
し
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
あ
り
ま
せ
ん

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
。

　

こ
の
論
考
を
最
後
ま
で
お
読
み
い
た
だ
い
た
ら
、
諸
兄
は
、
な
ぜ
わ
た
し
が
そ
う
言
う
の
か
を
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

わ
た
し
は
「
壊
す
」
と
い
う
こ
と
が
大
好
き
で
あ
る
。
た
だ
「
壊
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
人
は
公
衆
の
間
に
立
ち
入
り
、
彼
ら
が
目

覚
め
、
あ
る
問
題
に
つ
い
て
関
心
を
む
け
る
よ
う
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
公
衆
と
は
、
い
つ
も
眠
た
そ
う
で
、
固
ま
っ
て
動
か
な
い
人
た
ち

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
公
衆
に
対
し
て
、
ま
わ
り
く
ど
い
や
り
方
で
関
心
を
も
っ
て
も
ら
お
う
と
し
て
も
彼
ら
は
振
り
向
か
な
い
し
、
半
分

眠
っ
た
ま
ま
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
彼
ら
に
関
心
を
も
っ
て
も
ら
い
た
け
れ
ば
、
大
き
な
ハ
ン
マ
ー

0

0

0

0

0

0

0

を
手
に
と
っ
て
、
雷
鳴
が
轟
く
よ
う

な
音
が
す
る
ほ
ど
に
激
し
く
机
に
振
り
下
ろ
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

こ
ん
な
こ
と
を
い
う
と
、
あ
な
た
方
は
笑
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
大
き
な
こ
と
を
成
し
と
げ
る
人
た
ち
の
仕
事
の
し
か
た
を
見
て
い

た
だ
き
た
い
。
彼
ら
の
思
想
に
つ
い
て
賛
否
あ
る
こ
と
は
別
に
し
て
、
見
て
ほ
し
い
の
は
、
彼
ら
全
員
に
つ
う
じ
る
仕
事
の
し
か
た
で
あ
る
。

ま
わ
り
く
ど
い
こ
と
を
す
る
人
な
ど
一
人
も
い
な
い
。
彼
ら
は
自
分
の
考
え
を
、
そ
れ
が
甲
高
く
反
響
し
て
電
光
が
き
ら
め
く
ま
で
に
、
激

し
く
社
会
の
ど
真
ん
中
に
打
ち
つ
け
る
の
だ
！ 

ル
タ
ー
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
仕
事
を
し
な
か
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
も
、
バ
ク
ー
ニ
ン
も
、
レ
ー

ニ
ン
も
、
ト
ロ
ツ
キ
ー
も
、
耳
触
り
の
よ
い
言
葉
は
用
い
な
か
っ
た
。
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
カ
ー
ナ
ン
ダ
は
、
あ
た
か
も
上
空
か
ら
爆
撃
を
お
こ
な

う
か
の
よ
う
だ
っ
た
。
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
は
「
人
生
と
は
危
険
な
も
の
」
と
い
う
人
生
哲
学
を
抱
き
、
ヒ
ト
ラ
ー
は
、
人
生
に
お
け
る
至
高
の

理
想
は
、
つ
ね
に
「
ブ
ル
タ
リ
タ
ッ
ト
」
［
「
粗
暴
な
言
動
」
と
訳
さ
れ
る
ド
ラ
ム
の
演
奏
曲
］
に
ふ
る
ま
う
ド
ラ
マ
ー
（
鼓
手
）
に
な
る
こ

27　

こ
の
論
考
で
は
、
表
題
を
含
め
て“

d
in

a
m

is”

と
い
う
語
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
に
近
い
か
た
ち
で
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
」

と
訳
す
こ
と
に
し
た
。
在
来
語
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
考
え
た
が
、
適
切
な
表
現
が
見
当
た
ら
な
い
。
た
と
え
ば
「
活
力
的
」
や
「
急
進
的
」
で
は
、

意
味
に
明
ら
か
な
ず
れ
が
あ
る
。



スカルノ「わたしはそれほどダイナミックではない」（佐々木）119

16

と
だ
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
な
た
方
に
と
っ
て
よ
り
な
じ
み
の
あ
る
お
手
本
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
さ
な
い
か
？ 

そ
う
、
預
言
者

0

0

0

ム
ハ
ン
マ
ド

0

0

0

0

0

と
い
う
お
手
本
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
で
声
を
あ
げ
た
最
初
の
日
か
ら
、
預
言
者
は
「
騒
ぎ
」
を
起
こ
し
つ
づ
け
た
。
彼
は
、
う
ろ

う
ろ
と
立
ち
回
る
こ
と
や
ま
わ
り
く
ど
い
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は
、
ど
こ
に
も
歯
止
め
を
か
け
な
い
や
り
か
た
で
、
み
ず
か
ら
の
考
え

を
社
会
に
訴
え
か
け
た
の
で
あ
る
。

　

 

『
ア
デ
ィ
ル
』
の
あ
な
た
方
は
、
た
と
え
ば
男
女
の
間
を
仕
切
る
カ
ー
テ
ン
の
問
題
に
つ
い
て
の
わ
た
し
の
見
解
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
す
ぎ

る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
。
し
か
し
わ
た
し
が
そ
の
カ
ー
テ
ン
に
つ
い
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
ら
、
そ
の
カ
ー
テ
ン
が
市

井
の
人
の
口
の
端
に
上
る
こ
と
も
け
っ
し
て
な
か
っ
た
の
だ
！ 

そ
し
て
い
ま
、
う
れ
し
い
こ
と
に
、
あ
る
非
常
に
有
名
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の

指
導
者28

が
わ
た
し
の
見
解
に
賛
同
し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
し
は
直
接
そ
の
方
の
口
か
ら
聞
い
て
い
る
。
そ
の
方
は
、
「
じ
っ
く

り
と
」
精
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
も
い
る
の
だ
が
、
同
時
に
、
わ
た
し
が
こ
の
問
題
を
分
解
し
て
議
論
を
で
き
る
よ
う
に
し

た
の
は
、
き
わ
め
て
意
義
深
い
こ
と
だ
と
認
め
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

　

そ
う
だ
、
わ
た
し
は
「
壊
す
」
と
い
う
こ
と
が
大
好
き
な
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
わ
た
し
は
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
社
会
貢
献
だ
と
思
っ
て
い
る
。

わ
た
し
は
た
し
か
に
「
ハ
ン
マ
ー
を
あ
つ
か
う
」
こ
と
が
大
好
き
で
あ
る
。
ハ
ン
マ
ー
を
振
り
下
ろ
し
た
そ
の
音
に
、
「
眠
り
こ
け
」
か
け

て
い
た
人
々
が
仰
天
し
て
目
を
覚
ま
し
、
に
ぎ
や
か
に
議
論
を
は
じ
め
る
。
そ
し
て　
　

考
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
よ
い
。
カ
ー
テ
ン
の
是
非

を
め
ぐ
る
問
題
は
す
で
に
ひ
と
つ
の
「
ホ
ッ
ト
な
」
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ほ
か
に
も
多
く
の
問
題
が
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

あ
り
が
た
い
こ
と
に
わ
た
し
は
、
ウ
ラ
マ
ー
た
ち
の
凝
り
固
ま
り
や
す
さ
や
、
理
性
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
宗
教
の
劣
悪
さ
、
律
法
へ
の
盲

従
を
求
め
る
宗
教
の
弊
害
、
あ
る
い
は
宗
教
と
国
家
の
問
題
に
お
け
る
不
見
識
に
つ
い
て
、
警
告
を
お
こ
な
う
た
め
の
ゴ
ン
グ
を
持
っ
て
い

る
。
実
際
、
そ
の
わ
た
し
の
ゴ
ン
グ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
民
族
の
「
思
考
の
精
神
（d

en
k

en
d
e g

eesten

）」
を
、
も
う
い
く
た
び
も
揺
さ
ぶ
っ

て
き
た
の
だ
。
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わ
た
し
の
書
い
た
も
の
を
人
が
「
騒
ぎ
」
と
し
て
と
り
あ
げ
て
く
れ
る
の
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
は
「
ご
馳
走
を
こ
し
ら
え
て
く
れ
る
」

よ
う
な
も
の
だ
。
わ
た
し
に
反
対
し
よ
う
と
、
賛
成
し
て
握
手
を
求
め
て
こ
よ
う
と
、
い
ず
れ
に
し
て
も
わ
た
し
に
と
っ
て
は
計
算
づ
く
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
う
と
い
う
こ
と
の
な
い
騒
ぎ
で
あ
り
、む
し
ろ
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
わ
た
し
は
思
う
。
そ
れ
は
わ
た
し
が
ね
ら
っ

て
や
っ
て
い
る
こ
と
、
望
ん
で
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
の
だ
。
わ
た
し
は
わ
ざ
と
「
机
の
上
に
ハ
ン
マ
ー
を
振
り
下
ろ
し
」
て
い
る
。

そ
し
て
、
お
か
げ
さ
ま
で
、
い
ま
や
公
衆
は
そ
の
「
ハ
ン
マ
ー
」
に
反
応
し
、
に
ぎ
や
か
に
語
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
賛
否
が
入
り
ま
じ
っ

た
雑
誌
や
私
的
な
書
簡
の
束
が
い
ま
わ
た
し
の
机
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
信
じ
て
も
ら
い
た
い
の
だ
が
、こ
の
雑
誌
や
書
簡
を
前
に
し
て
、

わ
た
し
自
身
が
、
ど
こ
の
だ
れ
よ
り
も
深
く
幸
せ
を
感
じ
て
い
る
。
な
ん
と
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う
。
わ
た
し
が
、
と
も
に
考
え
よ
う
と

人
を
誘
い
、
人
が
そ
れ
に
応
え
て
く
れ
て
い
る
の
だ
！

　

わ
た
し
が
ハ
ン
マ
ー
の
音
を
轟
か
せ
て
注
意
を
喚
起
す
る
諸
問
題
が
、
引
き
つ
づ
き
公
衆
の
あ
い
だ
で
「
騒
ぎ
」
を
呼
ん
で
、
と
こ
と
ん

語
ら
れ
る
の
な
ら
そ
れ
で
よ
い
。
そ
の
う
ち
必
要
に
応
じ
て
わ
た
し
も
言
葉
を
継
ぎ
足
し
て
い
こ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
と
国
家
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
だ
け
は
、
い
ま
こ
の
場
で
説
明
を
く
わ
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、

わ
た
し
は
こ
の
問
題
が
「
宗
教
の
専
門
家
」
の
間
だ
け
で
話
さ
れ
、
「
国
家
の
専
門
家
」
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸

念
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
『
ア
デ
ィ
ル
』
の
あ
な
た
方
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
ケ
マ
ル
・
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
は
宗
教
の
専
門
家
で
は
な

く
、
た
だ
の
国
家
の
専
門
家
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
専
門
家
で
も
ウ
ラ
マ
ー
で
も
な
い
者
が
、
統
治
を
独
立
さ
せ
た
う
え
で

の
話
だ
と
は
い
え
、
ど
う
し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
に
か
な
っ
た
そ
れ
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」
。

　

 

『
ア
デ
ィ
ル
』
の
あ
な
た
方
の
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
ケ
マ
ル
・
ア
タ
テ
ュ
ル
ク
は
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ウ
ラ
マ
ー
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、

あ
な
た
方
が
理
想
と
す
る
国
家
の
構
想
に
つ
い
て
は
、
た
だ
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ウ
ラ
マ
ー
だ
け
が
関
与
を
許
さ
れ
る
と
い
う
（
す
く
な
く
と
も

28　

ハ
ジ
・
ア
グ
ス
・
サ
リ
ム
（
一
八
八
四

－

一
九
五
四
）
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。
土
屋
健
治
『
前
掲
書
』
二
〇
七

－

二
〇
八
頁
を
参
照
。
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わ
た
し
は
そ
の
よ
う
な
印
象
を
い
だ
く
）
あ
な
た
方
の
言
葉
に
、
い
っ
た
い
い
か
な
る
正
当
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
あ
な
た
方
が
ほ

ん
と
う
に
そ
の
よ
う
な
理
想
を
抱
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
（
一
般
に
宗
教
の
専
門
家
で
も
ウ
ラ
マ
ー
で
も
な
い
）
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
テ
リ

層
は
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
お
暇
の
挨
拶
を
す
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
で
は
な
い
か
。

　

あ
な
た
方
の
考
え
の
な
ん
と
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
こ
と
か
！

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
だ
か
ら
、
よ
り
深
く
わ
た
し
の
考
え
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
、
わ
た
し
は
そ
の
宗
教
と
国
家
の
分
離
の
問
題
に
つ

い
て
、
い
ま
こ
こ
で
少
し
言
葉
を
足
し
て
お
話
し
を
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
ず　
　

ま
っ
た
く
不
躾
な
言
い
方
で
申
し
訳
な
い
の
だ
が　
　

わ
た
し
は
『
ア
デ
ィ
ル
』
の
あ
な
た
方
に
問
い
た
い
。
あ
な
た
方
は
あ

0

0

0

0

0

0

の
わ
た
し
の
連
載
記
事
を
き
ち
ん
と
読
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
か
？

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

そ
し
て
ま
た
、
な
に
ゆ
え
あ
な
た
方
は
、
あ
の
連
載
が
終
了
す
る
ま
で
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

時
間
を
待
て
な
か
っ
た
の
か
？

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

　

わ
た
し
が
こ
の
こ
と
を
あ
な
た
方
に
問
う
て
い
る
の
は
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
国
家
と
宗
教
の
分
離
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
あ
の
わ
た
し
の

記
事29

の
意
図
を
、
あ
な
た
方
が
ま
だ
十
分
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
か
ら
だ
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
至
極
明
瞭
に
書
い
て
い
る
で

は
な
い
か
。
わ
た
し
は
た
だ
、ト
ル
コ
が
宗
教
と
国
家
を
分
離
し
た
い
く
つ
か
の
理
由
に
つ
い
て
報
告
を
お
こ
な
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
あ
る
と
。

実
際
、
そ
の
連
載
記
事
に
わ
た
し
が
つ
け
た
表
題
は
、
「
な
ぜ
ト
ル
コ
は
宗
教
と
国
家
を
分
離
し
た
か
？
」
で
あ
っ
た
。
『
ア
デ
ィ
ル
』
の
み

な
さ
ん
、
ト
ル
コ
は
ト
ル
コ
で
あ
っ
て
、
こ
の
国
で
も
あ
の
国
で
も
な
い
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
ト
ル
コ
は
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

　

抽
象
論
と
し
て
の
国
家
と
宗
教
の
分
離
の
問
題
は
、
プ
ロ
と
コ
ン
ト
ラ
を
か
な
ら
ず
生
じ
せ
し
め
る
事
案
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
わ
た
し
の
連
載
に
お

い
て
と
り
た
て
て
扱
う
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
め
い
め
い
に
考
え
が
異
な
っ
て
し
か
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
わ
た
し
の
連
載
の
内
容
は

と
い
え
ば
、
抽
象
的
な
国
家
と
宗
教
の
分
離
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
材
料
を
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
ぜ
ひ
と
も
必
要
な
研
究

0

0

の
た
め
の
資
料

0

0

0

0

0

0

を
提
供
す
る
と
い
う
以
上
の
特
別
な
目
的
を
も
た
な
い
。
そ
れ
は
客
観
的
分
析
で
あ
り
、
な
に
か
一
つ
の
態
度
を
決
め
る
も
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の
で
は
な
い
。
客
観
的
分
析
で
あ
っ
て
、
態
度
表
明

0

0

0

0

で
は
な
い
の
で
す
よ
、『
ア
デ
ィ
ル
』
の
み
な
さ
ん
！ 

ト
ル
コ
の
現
状
に
つ
い
て
、
わ

た
し
は
、
わ
た
し
に
結
論
を
く
だ
す
権
利
が
あ
る
と
は
思
わ
な
い
と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
た
。
あ
な
た
方
は
そ
こ
を
読
ま
な
か
っ
た
の
か
？

　

あ
な
た
方
は
ま
た
、
わ
た
し
が
学
生
層
に
対
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
事
例
を
よ
り
積
極
的
に
収
集
し
よ
う
と
呼
び
か
け
た
く

だ
り
を
読
ん
で
は
い
な
い
の
か
？

　

ま
こ
と
に
も
っ
て
あ
な
た
方　
　

あ
な
た
方
は
、
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
は
な
い
わ
た
し
の
こ
と
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
す
ぎ
る
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
！ 
あ
な
た
方
が
わ
た
し
の
こ
と
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
す
ぎ
る
と
言
う
の
を
聞
く
と
、
わ
た
し
は
恥
ず
か
し
く
て
耳
ま
で

赤
く
染
ま
っ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
わ
た
し
は
ず
っ
と
こ
の
社
会
に
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ト
ル
コ
の
や
り
方
に
つ
い
て
結
論

を
下
す
だ
け
の
確
固
た
る
考
え
を
も
て
ず
に
い
る
か
ら
だ
！

　

あ
な
た
方
は
、
国
家
と
宗
教
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
す
で
に
確
固
た
る
考
え
を
も
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

あ
な
た
方
を
み
る

と
わ
た
し
は
感
心
す
る
。ik

 b
ew

o
n

d
er U

!

［
あ
な
た
に
憧
れ
る
！
］
と
。
し
か
し
、
も
し
か
す
る
と
あ
な
た
方
は
、
理
想
主
義
と
希
望

の
雲
の
上
で
、
ひ
た
す
ら
ぷ
か
ぷ
か
と
漂
っ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
高
い
雲
か
ら
現
実
の
大
地
の
上
に
降
り
立
っ

て
、
現
実
的
な
や
り
方
で
大
い
に
語
り
合
お
う
で
は
な
い
か
。
ケ
マ
ル
・
ア
タ
チ
ュ
ル
ク
は
つ
ね
に
現
実
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
で
あ
っ
た

と
、
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
の
記
事
の
な
か
で
賞
賛
し
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
現
実
的
に
物
事
を
考
え
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。

　

現
実
的
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
と
突
き
合
わ
せ
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。
あ
な
た
方
が
抱
い
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
の
理

想
を
ま
ご
う
こ
と
な
く
実
行
す
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
実
践
す
る
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

突
き
合
わ
せ
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。

　

国
家
と
宗
教
を
分
離
す
べ
き
で
は
な
い
、
国
家
は
宗
教
と
一
体
で
あ
る
べ
き
だ
と
あ
な
た
方
は
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
か
る
が
、
し
か

29　

解
説
で
紹
介
し
た
七
回
に
わ
た
る
連
載
の
論
考
「
な
ぜ
ト
ル
コ
は
宗
教
と
国
家
を
分
離
し
た
か
？
」
（“

A
p
a
 S

eb
a
b
 T

u
rk

i M
em

isa
h

 A
g

a
m

a
 

d
a
ri N

eg
a
ra

?
”

）
の
こ
と
。
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し
、
あ
な
た
方
自
身
が
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
運
用
を
求
め
な
が
ら
、
ト
ル
コ
や
イ
ン
ド
、
こ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
よ
う
に
、
一
部
の
住
民
が
イ

ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
は
な
い
国
で
、
ま
た
数
百
万
人
も
の
住
民
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
そ
の
他
の
異
教
徒
で
あ
る
国
で
、
ま
た
イ
ン
テ
リ
層
の
大
部

分
が
イ
ス
ラ
ミ
ズ
ム
の
思
考
様
式
を
も
た
な
い
国
で
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
あ
な
た
方
は
あ
な
た
方
の
理
想
を
実
現
し
よ
う
と
い
う

の
か
。
宗
教
と
国
家
の
一
体
化
は
、
い
ま
だ
あ
な
た
方
が
勝
手
に
抱
く
理
想
以
上
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
一
つ
の

現
実
に
も
一
つ
の
出
来
事
に
さ
え
も
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
を
あ
な
た
方
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

仮
に
、
そ
う
仮
に
あ
な
た
方
が
、
多
数
の
非
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
住
民
を
抱
え
た
国
の
統
治
者
に
な
っ
た
と
し
て　
　

、
あ
な
た
方
は
、
そ

の
国
が
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
？ 

憲
法
は
イ
ス
ラ
ー
ム
憲
法
、
す
べ
て
の
法
は
イ
ス
ラ
ー

ム
の
シ
ャ
リ
ー
ア
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
定
め
る
だ
ろ
う
か
？ 

キ
リ
ス
ト
教
徒
そ
の
他
の
異
教
徒
が
そ
れ
を
拒
ん
だ
ら
、
あ
な
た
方
は

ど
う
す
る
の
か
？ 

イ
ン
テ
リ
層
が
拒
ん
だ
ら
ど
う
す
る
の
か
？ 

そ
れ
以
外
の
社
会
層
が
拒
ん
だ
ら
ど
う
す
る
の
か
？ 

彼
ら
が
頭
を
垂
れ
、

あ
な
た
方
の
願
望
に
黙
っ
て
従
う
よ
う
に
、
拳
で
机
を
叩
い
て
彼
ら
に
強
制
す
る
の
か
？ 

嗚
呼
、
あ
な
た
方
は
独
裁
者
と
な
り
、
鉄
砲
や

大
砲
の
よ
う
な
武
器
を
使
っ
て
彼
ら
に
強
制
す
る
の
か
？ 

彼
ら
が
従
わ
な
け
れ
ば
ど
う
す
る
の
か
？ 

だ
が
あ
な
た
方
は
、
彼
ら
を
ど
こ
ま

で
も
駆
逐
す
る
よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
現
在
は
新
し
い
時
代
で
あ
り
、
気
ま
ま
な
掃
討
や
抹
殺
が
ま
か
り
と
お
る
時

代
で
は
な
い
か
ら
だ
！

　

こ
れ
だ
、
『
ア
デ
ィ
ル
』
の
諸
兄
。
こ
れ
こ
そ
が
現
実
と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
が
実
際
に
存
在
す
る
物
事
の
姿
、
こ
れ
が
雲
と
大
地
、
理

想
と
現
実
の
ち
が
い
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
目
に
刻
み
こ
ま
れ
る
も
の
だ
。
こ
れ
が
、
宗
教
と
抵
触
す
る
新
し
い
話
題
が
あ
る
た
び
反
射
的
に

「
じ
た
ば
た
す
る
」
諸
兄
の
全
員
に
対
し
て
、
ど
う
か
現
実
的
で
あ
れ
、
頼
む
か
ら
現
実
的
で
あ
っ
て
く
れ
と
わ
た
し
が
お
願
い
し
て
い
る

こ
と
な
の
だ
。
こ
れ
が
、
さ
き
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
「
国
家
の
専
門
家
」
を
そ
っ
ち
の
け
に
「
宗
教
の
専
門
家
」
だ
け
で
話
が
進
め

ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
つ
い
て
わ
た
し
が
懸
念
を
あ
ら
わ
す
理
由
な
の
だ
。
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で
は
今
か
ら
こ
の
問
題
の
解
決
策
に
つ
い
て
語
ろ
う
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
独
裁
じ
み
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
あ
な
た
方
が

望
む
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ウ
ラ
マ
ー
以
外
の
人
々
に
決
別
の
挨
拶
を
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
問
題
の
解

決
は
、
宗
教
に
つ
い
て
少
し
も
知
識
の
な
い
人
々
を
起
点
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
問
題
の
解

決
を
め
ぐ
る
要
諦
は
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
か
ら
だ
。
ス
ル
タ
ン
統
治
時
代
の
ト
ル
コ
で
は
、
そ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
え
る
も
の
が

存
在
し
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ト
ル
コ
は
あ
れ
ほ
ど
た
や
す
く
「
宗
教
と
政
治
を
一
体
化
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
わ
た
し
は
あ
な
た

方
の
こ
と
を
見
知
っ
て
い
る
が
、
あ
な
た
方
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
賛
同
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
仮
に
あ
な
た
方
が
、
わ
た
し
が
さ
き
ほ
ど

あ
げ
た
よ
う
な
国
ぐ
に
の
統
治
者
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
き
っ
と
あ
な
た
方
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
運
用
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
だ
ろ
う
。
あ
な
た
方
は
、

拒
も
う
と
拒
む
ま
い
と
、
こ
の
原
則
こ
そ
が
近
代
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
強
く
望
ま
れ
る
統
治
の
原
則
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
き
っ
と
こ
の

原
則
に
賛
同
す
る
だ
ろ
う
。

　

わ
た
し
が
知
る
か
ぎ
り
、
あ
な
た
方
は
、
な
に
よ
り
独
裁
や
圧
政
を
憎
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
き
っ
と
こ
の
原
則
に
賛
同
す
る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は　
　

わ
た
し
の
推
測
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
？ 

し
か
し
も
し
あ
な
た
方
が
ほ
ん
と
う
に
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
賛
同
者
で
あ

る
な
ら
ば
、
ぜ
ひ
と
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
運
用
す
れ
ば
よ
い
し
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
信
じ
る
べ
き
だ
！

　

仮
の
話
と
し
て
、
あ
な
た
方
が
、
さ
き
ほ
ど
わ
た
し
が
挙
げ
た
よ
う
な
国
の
統
治
者
と
な
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
則
に
則
っ
て
、
き
っ

と
あ
な
た
方
は
国
民
議
会

0

0

0

0

を
開
設
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
信
条
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
ず
に
全
国
民
の
う
ち
か
ら
集
め
ら
れ
た
代
表

者
た
ち
が
席
に
着
く
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
精
神
で
一
〇
〇
％
満
た
さ
れ
た
代
表
者
が
い
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
こ
と
は
う
わ
べ
に
す

ぎ
な
い
よ
う
な
代
表
者
も
い
る
。
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
代
表
者
も
い
れ
ば
、
宗
教
を
も
た
な
い
代
表
者
も
い
る
。
知
識
人
、
商
人
、
農
民
、
労

働
者
、
学
生
も
い
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
そ
れ
は
全
国
民
、
全
ナ
ー
シ
ー
［n

a
tie

―
オ
ラ
ン
ダ
語
の
「
国
民
」
］
か
ら
選
ば
れ
た
代
表
者
た

ち
で
あ
る
（
ス
ル
タ
ン
制
時
代
の
ト
ル
コ
は
こ
の
よ
う
な
議
会
を
開
設
せ
ず
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
青
年
ト
ル
コ
党
の
運
動
が
起
き
た
の
だ
）。
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そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
わ
た
し
は
あ
な
た
方
に
提
案
し
た
い
。
あ
な
た
方
は
、
憲
法
の
条
文
に
わ
れ
わ
れ
の
国
は
宗
教
国
家
で
あ
る
な
ど
と

書
い
て
は
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

。
な
ぜ
な
ら
、
信
じ
て
い
た
だ
き
た
い
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
こ
そ
が
国
家
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
貶
め
る
も
の
で

あ
り
、
け
っ
し
て
議
会
で
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
！ 

非
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
側
の
代
表
者
た
ち
は
必
死
に
な
っ
て
反
対

す
る
で
あ
ろ
う
し
、
ほ
か
の
代
表
者
だ
っ
て
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
」
で
あ
る
に
せ
よ
、
み
な
（
そ
の
大
部
分
は
き
っ
と
「
イ
ン
テ
リ
層
」
の
人
々

で
あ
ろ
う
）
が
あ
な
た
方
の
考
え
に
賛
同
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

国
家
と
宗
教
を
一
体
化
さ
せ
る
あ
な
た
方
の
憲
法
は
き
っ
と
崩
れ
落
ち
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
あ
な
た
方
は
、
暴
力
や
国
民
の
分
断
と
い
っ

た
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
原
則
を
ふ
み
こ
え
た
や
り
方
で
し
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
国
家
と
宗
教
を
一
体
化
さ
せ
る
と
い
う
願
望
を
果
た
せ
な
く
な
る
。
あ
な
た

方
は
テ
ロ
を
起
こ
す
だ
ろ
う
か
？ 
起
こ
さ
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
あ
な
た
方
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
賛
同
者
で
あ
り
、
独
裁
を
志
向
す
る

人
々
で
は
な
い
か
ら
だ
。
あ
な
た
方
は
ま
た
、
現
実
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
人
た
ち
で
あ
り
、
現
実
を
知
ろ
う
と
し
な
い
類
の
人
た
ち
と
は
異

な
る
だ
ろ
う
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
現
実
は
、
住
民
の
ま
る
ま
る
一
〇
〇
％
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
は
な
い
国
に
お
い
て
、
国
家
と
宗
教
の
一
体
化
の
原
則

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
両
立
し
得
な
い
と
い
う
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0
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0
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0

0

0

0

0

0

を
わ
れ
わ
れ
に
示
し
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
国
に
と
っ
て
は
た
だ
二
つ
の
選
択
肢
が
あ
る
の
み
で
、
そ
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
選
ぶ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
デ
モ

0

0

0

0

0

0

ク
ラ
シ
ー
を
と
も
な
わ
な
い
国
家
と
宗
教
の
一
体
化
か
、
国
家
を
宗
教
か
ら
分
離
し
た
う
え
で
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
で
あ
る
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0
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0
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0
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。

　

宗
教
と
国
家
は
一
体
化
さ
せ
る
け
れ
ど
も
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
退
け
て
独
裁
者
を
立
て
る
か
、
そ
れ
と
も
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
は
忠
実
だ
け

0
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れ
ど
も
宗
教
と
国
家
の
一
体
化
と
い
う
原
則
を
手
放
す
か
、
で
あ
る

0

0
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。

　

こ
れ
が
現
実
な
の
で
あ
る
！ 

し
か
し
あ
な
た
方
は
落
胆
し
な
く
て
も
よ
い
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
よ
る
保
証
と
し
て

0
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0

、
そ
の
憲
法
に
宗
教

と
の
分
離
を
記
し
た
国
家
で
は
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
運
用
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
シ
ャ
リ
ー
ア
に
沿
っ
た
諸
法
が
国
民
議
会
に
お
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い
て
制
定
さ
れ
る
可
能
性
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
。
た
と
え
ば
あ
な
た
方
が
豚
の
飼
育
を
禁
じ
る
法
を
望
ん
だ
と
し
よ
う
。
あ
る
い

は
飲
酒
を
禁
じ
る
法
を
望
ん
だ
と
し
よ
う
。
議
会
を
う
め
る
代
表
者
の
大
多
数
が
豚
の
飼
育
や
飲
酒
に
反
対
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

に
は
な
ん
の
困
難
も
な
い
！ 

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
豚
の
飼
育
や
飲
酒
に
反
対
す
る
代
表
者
の
数
が
足
り
て
い
な
け
れ
ば
ど
う
か
？ 

そ
れ

は
あ
な
た
方
の
民
衆
が
ま
だ
「
イ
ス
ラ
ー
ム
民
衆
」
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
の
証
で
あ
る
！ 

あ
な
た
方
は
、
民
衆
の
あ
い
だ
で
あ
ら
ゆ
る

力
を
尽
く
し
て
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
お
こ
な
い
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
代
表
者
を
国
民
議
会
に
送
り
こ
む
が
よ
い
。
民
衆
の
イ
ス
ラ
ー
ム

精
神
を
か
き
立
て
て
、
鼻
と
い
う
鼻
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
鼻
に
、
脳
と
い
う
脳
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
脳
に
、
清
掃
員
の
ア
ブ
ド
ゥ
ル
か
ら
町
で
自

動
車
を
乗
り
ま
わ
す
金
持
ち
ま
で　
　

そ
の
よ
う
に
し
て
国
民
議
会
を
、
そ
の
政
治
も
イ
ス
ラ
ー
ム
、
そ
の
心
も
イ
ス
ラ
ー
ム
、
そ
の
血
も

イ
ス
ラ
ー
ム
、
身
体
の
毛
の
一
本
一
本
ま
で
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
代
表
者
で
あ
ふ
れ
さ
せ
た
ら
よ
い
！ 

そ
う
し
て
あ
な
た
方
の
代
表
者
を

あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
シ
ャ
リ
ー
ア
で
望
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
す
べ
て
お
の
ず
と
国
民
議
会
の
決
議

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
な
た
方
の
あ
ら
ゆ
る
願
望
は
国
民
議
会
に
お
い
て
実
現
す
る
だ
ろ
う
。
そ
の
国
家
は
、
憲
法
に
宗
教
国

家
で
あ
る
こ
と
を
示
す
条
文
が
な
く
て
も
、
ま
た
宗
教
国
家
で
あ
る
こ
と
を
あ
え
て
公
言
せ
ず
と
も
、
お
の
ず
と
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
し
て

の
性
格
を
も
つ
こ
と
に
な
る30

。
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
場
所
に
い
る
民
衆
は
、
正
真
正
銘
の
イ
ス
ラ
ー
ム
精
神
を
も
つ
民
衆
で
あ
り
、
イ
ス

ラ
ー
ム
国
家
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
内
面
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
冷
め
て
い
た
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
な
、
名
目
ば

か
り
の
民
衆
で
は
な
い
。

　

 

『
ア
デ
ィ
ル
』
の
諸
兄
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
そ
の
国
家
が
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
で
あ
る
と
い
う
公
式
の
声
明
を
求
め
る
宗
教
で
は
な
い
。
イ

30　

一
般
に
、
あ
る
い
は
学
術
的
に
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
と
い
う
の
は
シ
ャ
リ
ー
ア
を
法
規
範
に
し
て
統
治
が
お
こ
な
わ
れ
る
国
家
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
読
ん
で
の
と
お
り
、
ス
カ
ル
ノ
は
こ
こ
で
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
を
厳
密
に
定
義
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
く
だ
り
以
下
で
述
べ
ら

れ
て
い
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
」
と
は
ス
カ
ル
ノ
自
身
に
よ
る
修
辞
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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ス
ラ
ー
ム
が
求
め
て
い
る
の
は
、
ウ
ン
マ
の
胸
の
内
に
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
信
仰
の
炎
を
真
に
包
み
あ
つ
め
た
よ
う
な
国
家
で
あ
る
。
こ
れ
は

ウ
ン
マ
の
全
身
を
真
に
包
み
こ
む
イ
ス
ラ
ー
ム
の
炎
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
た
、
一
枚
の
紙
の
上
に
「
国
家
は
宗
教
に
基
づ
く
」
と
書
い
て
説

明
さ
れ
る
も
の
と
は
異
な
る
か
た
ち
で
国
家
を
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
に
変
え
る
も
の
だ
。
な
に
ゆ
え
に
わ
れ
わ
れ
は
国
家
を
「
宗
教
か
ら
分
離

す
る
」
と
い
う
憲
政
の
知
恵
（
国
法
の
知
恵
）
を
怖
れ
る
の
か
？ 

「
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
で
宗
教
か
ら
分
離
さ
れ
た
」
国
家
は
、
完
全
に

本
物
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
！ 

な
に
ゆ
え
に
憲
政
の
知
恵
を
怖
れ
る
の
か
？ 

近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
か
ら
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
に
突
き
つ
き
ら
れ
た
試
練
や
挑
戦
状
と
し
て
そ
の
憲
政
の
知
恵
を
享
受
し
、
用
い
る
ほ
う
が
男
ら
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？ 

わ

れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
言
明
し
た
ほ
う
が
よ
い
し
、
男
ら
し
い
だ
ろ
う
。
「
よ
し
、
わ
れ
わ
れ
は
国
家
と
宗
教
の
分
離
を
受
け
入
れ
よ
う
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
民
衆
を
イ
ス
ラ
ー
ム
の
炎
で
燃
え
上
が
ら
せ
て
み
せ
る
ぞ
。
国
民
議
会
の
す
べ
て
の
代
表
者
が
イ
ス
ラ
ー

ム
の
代
表
者
と
な
り
、
国
民
議
会
に
お
け
る
す
べ
て
の
決
議
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
魂
と
精
神
を
反
映
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
！
」

　

あ
な
た
方
が
ほ
ん
と
う
に
民
衆
を
そ
の
よ
う
に
燃
え
上
が
ら
せ
た
の
な
ら
、
そ
の
と
き
あ
な
た
方
は
言
う
が
よ
い
。
彼
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム

は
生
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
と
。
健
全
な
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
と
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
イ
ス
ラ
ー
ム
で
あ
る
と
。
そ
し
て
国
家
の
「
後
見
」

や
「
保
護
」
が
な
く
て
は
、
た
だ
存
在
す
る
ば
か
り
で
活
気
の
な
い
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
な
い
と
。
わ
た
し
は
、
「
国
家
と
イ
ス
ラ
ー
ム
を
分

離
す
る
な
」
と
い
つ
も
う
め
き
声
を
あ
げ
て
い
る
民
衆
よ
り
は
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
挑
戦
を
受
け
る
勇
気
の
あ
る
民
衆
の
ほ
う
が
好
ま

し
い
と
思
う
。
そ
の
挑
戦
を
受
け
る
勇
気
の
あ
る
民
衆
こ
そ
が
、
み
ず
か
ら
の
闘
い
と
と
も
に
、
み
ず
か
ら
の
汗
と
と
も
に
、
そ
し
て
み
ず

0

0

0

0

0

0
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0

か
ら
の
粉
骨
努
力
と
と
も
に

0
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0

0

0

0

、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
を
実
現
で
き
る
人
た
ち
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
民
衆
こ
そ
が
、
精
神
と
体
力
の
紆
余
曲
折
を
と
も
な
っ
た
人
生
の
闘
い
を
も
っ
て
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0

0

0

0

0

0

0
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0

イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
を
真
に
実
現
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
民
衆
が
い
て
、
国
家
は
真
の
意
味
で
「
イ
ス
ラ
ー
ム
と
ひ
と
つ
に
な
っ
た
」
ひ
と
つ
の
国
、
す
な
わ
ち
正
真
正
銘
の
イ
ス
ラ
ー

ム
国
家
と
な
る
。
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こ
の
わ
た
し
の
発
言
に
つ
い
て
熟
考
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら　
　

ど
う
か
聞
い
て
ほ
し
い
の
だ
が　
　

こ
れ
こ
そ
が
、
国
家
は

「
宗
教
と
一
体
化
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
に
つ
い
て
、
真
に
わ
た
し
が
理
解
し
、
信
じ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
か

ら
だ
。
憲
法
上
に
お
い
て
分
離
さ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
国
家
は
宗
教
と
ひ
と
つ
に
な
れ
る
は
ず
な
の
だ
。
今
日
の
見
本
と
し
て
古
き
時
代
の

ス
ペ
イ
ン
を
例
に
と
る
の
は
や
め
な
い
か
。
古
き
時
代
の
ス
ペ
イ
ン
は
、
今
日
あ
る
よ
う
な
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
な
ど
知
る
べ
く
も
な
か
っ

た
か
ら
だ
。
古
き
時
代
な
ら
ば
、
ス
ル
タ
ン
や
カ
リ
フ
が
玉
座
に
い
れ
ば
事
は
治
ま
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
現
在
、
一
人
の
民
衆
の

要
望
が
、
お
の
ず
と
そ
の
肉
体
と
精
神
の
す
べ
て
を
国
家
形
成
の
動
乱
に
献
上
し
よ
う
と
す
る
時
代
で
あ
る
。
ふ
た
た
び
言
う
の
で
聞
い
て

ほ
し
い
。
わ
た
し
は
、「
ス
ペ
イ
ン
の
ま
ね
を
せ
よ
」
と
ば
か
り
に
、
ス
ル
タ
ン
か
カ
リ
フ
に
何
か
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
を
待
つ
民
衆
よ
り
も
、

近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
で
の
国
家
と
宗
教
の
分
離
と
い
う
挑
戦
を
受
け
る
勇
気
を
も
つ
民
衆
の
ほ
う
が
好
ま
し
い
と
考
え
る
。

　

近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
も
と
で
、
み
ず
か
ら
の
闘
争
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
を
実
現
す
る
能
力
を
も
た
な
い
民
衆
が
い
る
。
ま
た
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
代
表
者
に
よ
っ
て
国
民
議
会
を
あ
ふ
れ
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
民
衆
が
い
る
。
そ
の
よ
う
な
民
衆
は
、
あ
な
た
方
が
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
と
形
容
す
る
わ
た
し
の
精
神
の
鼓
動
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
ま
だ
本
物
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
民
衆
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
人
々

だ
。
そ
の
よ
う
な
民
衆
は
、
そ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ま
だ
う
わ
べ
だ
け
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
信
仰
心
も
そ
の
へ
ん
に
転
が
っ
て
い

る
よ
う
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
実
態
を
み
ず
か
ら
さ
ら
し
て
い
る
。
わ
た
し
が
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
」
な
ふ
る
ま
い
を
す
る
悪
者
と
な

り
、
い
つ
も
叫
び
声
を
あ
げ
て
騒
ぎ
を
起
こ
す
。
そ
し
て
民
衆
が
目
覚
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
と
な
る
よ
う
、
彼
ら
の
固
ま
り
を
解
き
ほ
ぐ
す

ほ
う
が
ま
だ
し
も
で
は
な
い
か
。
燃
え
る
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
精
神
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
さ
に
見
合
わ
な
い
古
く
さ
い
考
え
に
む
か
っ
て
愛
想

を
ふ
り
ま
く
よ
り
も
、
そ
の
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
の
精
神　
　

そ
う
、
あ
な
た
方
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
と
言
う
わ

た
し
の
精
神
に
お
い
て
は　
　

男
ら
し
く
宗
教
と
国
家
を
分
離
し
た
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
受
け
入
れ
る
よ
う
民
衆
を
促
す
ほ
う
が
好
ま
し 

い
。　
　

国
民
議
会
の
す
べ
て
の
代
表
者
が
、
肉
体
と
精
神
の
す
べ
て
を
弛
ま
な
い
訓
練
と
闘
争
の
場
に
注
ぎ
込
み
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
要
求
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に
賛
同
す
る
代
表
者
と
な
る
よ
う
に
！ 

あ
な
た
方
が
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
と
い
う
わ
た
し
の
精
神
は
、
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
挑
戦
を
と
も

に
受
け
て
立
っ
て
、こ
う
呼
び
か
け
る
。
も
し
あ
な
た
が
ほ
ん
と
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
民
衆
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
ら
ば
、
男
ら
し
く
国
民
議
会
を
イ
ス
ラ
ー

ム
の
代
表
者
で
あ
ふ
れ
さ
せ
よ
う
で
は
な
い
か
と
！

　

宗
教
と
国
家
の
問
題
に
つ
い
て
の
想
像
上
の
話
は
こ
こ
ま
で
と
し
よ
う
。
わ
た
し
は
、
あ
な
た
方
が
理
想
主
義
の
雲
の
上
か
ら
大
地
に
あ

る
現
実
的
な
思
考
の
場
へ
こ
の
問
題
を
移
し
変
え
て
く
れ
る
よ
う
に
、
あ
え
て
こ
の
問
題
を
「
道
徳
化
」
し
つ
つ
、
あ
た
か
も
あ
な
た
方
が
、

す
べ
て
の
民
衆
が
イ
ス
ラ
ー
ム
志
向
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
国
の
統
治
者
と
な
っ
た
場
合
を
想
像
し
て
い
た
だ
い
た
。
ま
っ
た
く
の
と
こ

ろ
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
れ
ば
国
家
は
宗
教
と
一
体
化
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
発
信
す
る
の
は
い
た
っ
て
簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か 

し
、
そ
の
美
し
い
理
想
を
現
実
に
変
え
る
の
は
究
極
的
に
む
ず
か
し
い
問
題
な
の
だ
。
理
想
を
唱
え
る
の
は
至
極
容
易
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

実
行
し
よ
う
と
思
え
ば
、
「
宗
教
の
専
門
的
知
識
」
だ
け
で
は
不
十
分
だ
。
そ
の
実
行
に
お
い
て
は
む
し
ろ
、
「
国
家
の
専
門
的
知
識
」
が
よ

り
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

あ
な
た
方
は
わ
た
し
の
こ
と
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
す
ぎ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
そ
の
賞
賛
の
言
葉
を
感
謝
の
意
と
と
も
に
受
け
と
め
た
い
。

昼
も
夜
も
、
わ
た
し
は
全
能
の
神
ア
ッ
ラ
ー
に
、
わ
た
し
を
も
っ
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
請
う
て
い
る
！

　

昼
も
夜
も
、わ
た
し
は
や
は
り
ア
ッ
ラ
ー
に
請
う
て
い
る
。
あ
な
た
方
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ウ
ラ
マ
ー
た
ち
の
精
神
や
思
考
を
も
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
に
し
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
。
古
く
凝
り
固
ま
っ
た
心
や
思
考
を
覚
醒
さ
せ
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
と
。
ま
た
、
少
し
で
も
早
く
、
古
く
さ

い
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
っ
て
置
き
去
り
に
さ
れ
て
き
た
真
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
、
そ
の
煙
や
灰
だ
け
で
は
な
く
、
炎
を
つ
か
み
と
れ
る
よ
う
に
と
。

　

あ
な
た
方
は
わ
た
し
の
こ
と
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
す
ぎ
る
と
言
う
。
わ
た
し
は
こ
う
答
え
る
。
ア
ッ
ラ
ー
よ
、
神
よ
、
わ
た
し
の
そ
の
ダ
イ

ナ
ミ
ッ
ク
さ
を
さ
ら
に
高
め
て
く
だ
さ
い
と
！
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〔
こ
の
訳
文
と
解
説
は
、
見
市
建
、
茅
根
由
佳
、
野
中
葉
の
諸
氏
を
メ
ン
バ
ー
と
す
る
研
究
会
で
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
な
が
ら
執
筆

し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
〕




