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理
想
と
現
実
の
間

─
女
性
に
対
す
る
暴
力
と

　
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
実
像

ザ
レ
ハ
・
カ
マ
ル
デ
ィ
ン

栗
原
淑
江　

訳

　

イ
ス
ラ
ー
ム
︵
教
︶
は
し
ば
し
ば
、
女
性
に
対
し
て
偏
見
を
も

っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
認
識
は
誤

っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
キ
ス
タ
ン
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
国
々
で

実
施
さ
れ
て
い
る
家
父
長
制
的
な
婚
姻
関
係
が
、
女
性
が
夫
に

対
し
て
従
属
的
な
役
割
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　

こ
う
し
た
認
識
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
て
い
る
の
が
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
名
に
お
い
て
い
ま
だ
に
﹁
名
誉
の
た
め
の
殺
人
﹂
が
行
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、﹃
デ
イ
リ
ー
メ
ー
ル
Ｕ
Ｋ
﹄

の
オ
ン
ラ
イ
ン
版
が
報
告
し
て
い
る
よ
う
に
、
二
〇
一
二
年
八

月
に
あ
る
男
性
弁
護
士
が
、
妹
を
満
員
の
裁
判
所
の
部
屋
の
な

か
で
射
殺
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
正
当
化
す
る
理
由
は
、
そ
の
結

婚
が
家
族
の
恥
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
傷
に
塩
を

ぬ
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
多
く
の
地
域
で
、
虐
待
的

な
夫
に
よ
る
搾
取
や
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
廷
に
よ
る
女
性
の
法
的

権
利
、
婚
姻
の
権
利
、
財
政
的
な
権
利
を
め
ぐ
る
不
当
な
処
置

も
ま
た
、
は
び
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

例
と
し
て
あ
げ
た
こ
れ
ら
の
慣
行
は
、
実
は
、
コ
ー
ラ
ン
や

ジ
ェ
ン
ダ
ー
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預
言
者
の
ス
ン
ナ
︹
ム
ハ
ン
マ
ド
の
範
例
・
慣
行
︶︺
の
原
則
お

よ
び
精
神
に
反
す
る
も
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
コ
ー
ラ
ン
﹁
雌

牛
︵
ア
ル
・
バ
カ
ラ
︶
章
﹂
二
二
八
節
や
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ

ド
の
最
後
の
説
教
で
は
、
男
性
も
女
性
も
互
い
に
尊
敬
し
保
護

し
あ
う
同
等
の
権
利
と
責
任
を
も
つ
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
日
の
議
論
は
イ
ス
ラ
ー
ム
が
ど
の
よ
う
に
女
性
を
扱
っ
て

い
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の
で
す
が
、
男
性
に
よ
る
女
性

の
も
っ
と
も
的
確
な
扱
い
方
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
歴
史

を
通
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
本
日
の
議
論
で
も
、

主
要
な
典
拠
と
し
て
預
言
者
の
伝
記
を
取
り
上
げ
ま
す
。
と
い

う
の
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
預
言
者
の
伝
記
を
通
し
て
実
践
さ
れ
、

例
証
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
実
際
に
行
わ
れ
て
い
る
慣
行
が
説
明

さ
れ
た
後
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
女
性
に
対
し
て
偏
見
を
も
っ
て

い
る
と
い
う
誤
っ
た
認
識
が
払
い
の
け
ら
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
お

よ
び
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
実
像
が
正
し
く
理
解
さ
れ

る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
ま
す
。

１　

は
じ
め
に

　

女
性
に
対
す
る
暴
力
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
み
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
は
、
現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
現
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な

や
り
方
で
組
織
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
二
〇
一
二
年
に
デ
リ
ー
で

起
き
た
ギ
ャ
ン
グ
に
よ
る
レ
イ
プ
︵
強
姦
︶
事
件
は
、
女
性
に
対

す
る
暴
力
行
為
の
問
題
に
ふ
た
た
び
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て

さ
せ
ま
し
たあ
。
イ
ン
ド
や
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
よ
う
な
ア
ジ
ア

の
い
く
つ
か
の
国
々
で
は
、
女
性
は
差
別
、
暴
力
、
い
や
が
ら

せ
や
脅
迫
の
格
好
の
標
的
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
女
性
に
対

す
る
暴
力
は
、
そ
の
多
次
元
的
性
格
か
ら
い
っ
て
、
人
権
侵
害

と
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
す
ま
す
目
立
ち
つ
つ
あ
る
公

衆
衛
生
の
問
題
で
も
あ
り
ま
す
。

　

入
手
で
き
る
統
計
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
発
生
率
が
日

毎
に
増
加
し
て
い
る
と
警
告
し
て
い
ま
す
。
世
界
保
健
機
構
が

行
っ
た
最
近
の
調
査
に
よ
る
と
、
エ
チ
オ
ピ
ア
と
日
本
の
各
々

お
よ
そ
七
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
女
性
が
、
親

し
い
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
っ
て
身
体
的
お
よ
び
性
的
に
暴
行
を
受

け
ま
し
た
。
ま
た
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
農
村
で
は
、
女
性
の

最
初
の
性
体
験
の
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
強
制
さ
れ
た
も
の
、
す

な
わ
ち
レ
イ
プ
︵
強
姦
︶
で
あ
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
う
い
う
こ
と
を
知
る
と
、
い
っ
そ
う
心
が
掻
き
乱
さ
れ
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ま
すい
。
こ
う
し
た
普
遍
的
な
現
象
は
、
文
化
的
・
宗
教
的
・
政

治
的
・
法
的
等
の
多
次
元
的
な
対
応
を
必
要
と
し
ま
す
。
か
つ

て
私
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

﹁
多
く
の
研
究
者
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
、
宗
教
と
文

化
を
と
わ
ず
女
性
の
人
生
の
す
べ
て
の
局
面
に
関
係
す
る

普
遍
的
な
問
題
と
し
て
確
認
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
正
し

い
。
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
特
質
と
そ
の
世
界
的
な
広
が

り
を
理
解
す
る
た
め
の
組
織
的
努
力
が
な
さ
れ
た
の
は
、

最
近
の
こ
と
で
あ
る
が
、
女
性
と
暴
力
を
め
ぐ
る
行
動
主

義
と
理
論
構
築
は
急
速
に
進
展
し
て
い
る
。
毎
年
、
グ
ロ
ー

バ
ル
な
規
模
で
新
し
い
研
究
が
行
わ
れ
、
会
議
が
開
催
さ

れ
、
革
新
的
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
す
べ
て
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
理
解
し
、
そ
れ
に

立
ち
向
か
う
た
め
の
戦
略
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
の
で
あ
るう
﹂。

　

女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
も
っ
と
も
広

く
み
ら
れ
る
社
会
的
・
文
化
的
難
問
の
一
つ
と
な
り
つ
つ
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
次
元
で
出
現
し
て
お
り
、

一
般
に
レ
イ
プ
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
︹
以
下
、

セ
ク
ハ
ラ
と
略
記
︺、
名
誉
の
た
め
の
殺
人
、ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・

バ
イ
オ
レ
ン
ス
︵
家
庭
内
暴
力
・
夫
婦
間
の
暴
力
︶
を
含
み
ま
すえ
。

本
報
告
は
、
こ
れ
ら
の
脅
威
に
焦
点
を
当
て
、
文
明
間
対
話
に

よ
っ
て
価
値
観
を
共
有
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
女
性
に
対
す
る

暴
力
に
宣
戦
布
告
す
る
こ
と
に
向
け
て
の
戦
略
的
な
政
策
の
採

択
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

　

ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
も
と
づ
く
暴
力
が
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
で
急
速

に
拡
大
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
不
適
当
な
態
度
は
、
女

性
の
扱
い
方
を
め
ぐ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
を
必
ず
し
も
代
表

す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
を
通
し
て

そ
れ
ら
を
ふ
る
い
に
か
け
、
比
較
の
た
め
に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
価

値
観
と
現
代
に
お
け
る
実
践
を
並
置
す
る
こ
と
は
、
こ
の
問
題

に
十
分
な
理
解
を
与
え
、
暴
力
に
対
す
る
宣
戦
布
告
の
た
め
の

正
当
な
根
拠
を
提
供
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
現
代
社
会
が
平
和

と
調
和
的
共
存
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
家
族
の
レ
ベ
ル
で
あ

れ
社
会
の
レ
ベ
ル
で
あ
れ
、
宗
教
的
背
景
や
人
種
的
背
景
に
か

か
わ
ら
ず
、
同
じ
心
を
も
つ
人
々
が
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
に
も
と
づ

い
た
暴
力
を
確
実
に
過
去
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
協
働
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
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２　

イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
に
お
け
る

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
の
特
質
と
拡
大

　

現
代
社
会
に
お
い
て
拡
大
し
つ
つ
あ
る
問
題
の
一
つ
は
、
し

ば
し
ば
さ
ま
ざ
ま
な
年
代
の
女
性
に
向
け
ら
れ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー

に
も
と
づ
く
暴
力
で
す
。
南
ア
ジ
ア
社
会
の
女
性
に
対
す
る
暴

力
に
つ
い
て
の
理
論
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
四
つ
あ
り

ま
す
。
Ｕ
・
ニ
ア
ツ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
﹁
男
性
を
マ
ッ
チ
ョ

な
存
在
と
す
る
認
識
﹂、﹁
男
性
優
越
主
義
﹂、﹁
統
制
の
喪
失
﹂、

そ
し
て
﹁
影
響
の
置
き
換
え
﹂
で
すお
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
で
女
性
に
対
す
る
暴
力
が
増
加
し
て
い
る

の
は
逆
説
的
な
こ
と
で
す
が
、
そ
の
こ
と
は
つ
ね
に
、
イ
ス
ラ
ー

ム
が
そ
の
よ
う
な
暴
力
を
容
認
し
て
い
る
と
い
う
否
定
的
な
固

定
概
念
を
導
い
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
世
界
中
で
イ
ス
ラ
ー

ム
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
を
誘
発
し
て
き
た
要
因
の

一
つ
で
す
。
Ｓ
・
モ
ジ
ャ
ブ
に
よ
れ
ば
、﹁
ま
さ
に
最
初
か
ら
、

そ
の
議
論
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
理
が
女
性
の
解
放
に
つ
い
て
の

思
想
と
矛
盾
し
な
い
か
ど
う
か
に
集
中
し
て
い
たか
﹂
の
で
す
。

　

現
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
言
説
に
対
し
て
選
択
肢
を
提
供
す

る
こ
と
が
で
き
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、
女
性
の

解
放
や
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
に
い
っ
そ
う
集
中
す
る
傾
向
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
女
性
が
抑
圧
さ
れ
て
い
て
、

実
際
、
国
家
に
お
い
て
二
級
市
民
あ
る
い
は
人
間
以
下
と
さ
え

考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
反
証
可
能
な
推
測
を
含
意
し
て
い
ま

すき。
残
念
な
こ
と
に
、
多
く
の
主
流
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
、
こ

う
し
た
偏
っ
た
概
念
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
真
の
特
質
を
映
し
出
す

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
大
部
分
の
イ

ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
現
実
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
の
誤
り

を
暴
く
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
イ
ス
ラ
ー
ム
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
運
動
の
卓
越
性
を
示
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
す
。

　

一
部
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
と
い
う
増

大
し
つ
つ
あ
る
災
難
は
女
嫌
い
︵
ミ
ソ
ジ
ニ
ー
︶
の
結
果
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
統
計
が
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
は
見
知
ら
ぬ
人
に
よ
る
も
の
に
限
定
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
親
密
な
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
る
暴
力
が
増
加
し

て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
多
く
の
イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
で
認
識

さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
基
本
原
理

─
イ
ス
ラ
ー
ム
の
主

要
な
源
泉
で
あ
る
コ
ー
ラ
ン
と
ス
ン
ナ

─
に
立
ち
戻
っ
て
、
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最
初
か
ら
や
り
直
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
を
現
代
の
社
会
に

適
用
す
る
た
め
に
協
調
し
て
努
力
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
ま
す
。

　

マ
レ
ー
シ
ア
な
ど
の
国
々
は
、
正
当
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た

特
質
と
節
度
を
保
っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
理
に
そ
っ
て
女
性
の

エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
の
最
前
線
に
立
っ
て
い
ま
す
が
、
国
内
に

お
け
る
女
性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
統
計
は
い
ま
だ
驚
く
べ

き
も
の
で
す
。
上
記
の
︹
表
１
︺
は
、
二
〇
〇
〇
年
～
二
〇
一

一
年
に
王
立
マ
レ
ー
シ
ア
警
察
が
追
跡
し
た
女
性
に
対
す
る
暴

力
に
関
す
る
統
計
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
文
書
化
さ
れ
た
女
性
に
対
す
る
暴
力
以
外
に
も
、

文
書
化
さ
れ
て
い
な
い
か
、
不
十
分
に
し
か
文
書
化
さ
れ
て
い

な
い
も
の
も
、
多
数
存
在
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
専
門
家
た
ち
が

女
性
に
対
す
る
暴
力
の
事
例
の
輪
郭
を
描
く
際
に
直
面
す
る
課

題
で
す
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
報
告
さ
れ
て
い
な
い
事
例
は
、

利
用
で
き
る
デ
ー
タ
に
報
告
さ
れ
た
り
文
書
化
さ
れ
た
り
し
た

も
の
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
の
で
す
。

　

一
方
、
国
際
的
レ
ベ
ル
で
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
パ
タ
ー

ン
が
個
々
の
文
化
的
・
宗
教
的
・
人
種
的
な
伝
統
を
反
映
す
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
すけ
。
特
に
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
は
公
式
な
統

〔表１〕マレーシアにおける女性に対する暴力の統計（2000─2011年）

警察報告
ドメスティック・
バイオレンス

レイプ 近親相姦
家政婦
への虐待

児童虐待 
いじめ・
暴行

職場における
セクハラ

2000 3468 1217 213 56 146 1234 112
2001 3107 1386 246 66 150 1393 86
2002 2755 1431 306 39 123 1522 84
2003 2555 1479 254 40 119 1399 82
2004 3101 1760 334 66 148 1661 119
2005 3093 1931 295 37 189 1746 102
2006 3264 2454 332 45 141 1349 101
2007 3756 3098 360 39 196 2243 195
2008 3769 3409 334 ─ ─ 2131 ─

2009 3643 3626 385 ─ 203 2110 ─

2010 3173 3595 ─ ─ 257 2054 ─

2011 ─ 3301 342 ─ ─ 1941 ─

Source: Royal Malaysia Police and Ministry of Women, Family and Community Development（８） 
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計
が
存
在
せ
ず
、
そ
れ
が
ア
ラ
ブ
地
域
に
お
け
る
女
性
に
対
す

る
暴
力
の
犠
牲
者
に
関
す
る
研
究
を
妨
げ
て
き
ま
し
た
。﹁
そ
れ

は
、
そ
の
地
域
を
研
究
す
る
人
々
が
、
こ
の
主
題
が
も
つ
微
妙

さ
や
個
人
的
関
係
性
の
た
め
に
直
面
す
る
困
難
も
含
み
ま
すこ
﹂。

こ
の
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
暴
力
に
関
し
て
な
ぜ
公
式
の
統
計

が
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
法
廷
の
記
録
が
な
い
の
か
を
説
明
し

て
い
ま
す
。

　

最
近
、
世
界
中
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
で
﹁
名
誉
の
た
め
の
殺

人
﹂
が
増
加
し
て
い
ま
す
。﹁
名
誉
の
た
め
の
殺
人
﹂
は
、
名
誉

に
も
と
づ
く
暴
力
の
主
要
な
タ
イ
プ
の
一
つ
で
すさ
。
一
年
間
で

約
五
〇
〇
〇
件
の
名
誉
の
た
め
の
殺
人
が
推
定
さ
れ
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
徒
が
多
数
を
占
め
る
パ
キ
ス
タ
ン
で
は
、
年
間
一
〇
〇
〇

件
以
上
起
こ
っ
て
い
る
の
で
すし
。

﹁
多
く
の
中
東
諸
国
と
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
で
は
、
法
廷

に
お
い
て
﹃
名
誉
の
保
護
﹄
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。
父
親
、

夫
、
兄
弟
、
従
兄
弟
に
よ
る
殺
人
を
許
す
の
で
あ
る
。
ア

ラ
ブ
諸
国
で
は
、
殺
人
と
身
体
的
暴
力
は
、
名
誉
事
件
と

関
連
し
た
暴
力
の
形
態
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト
で
二
〇
〇
一

年
に
実
施
さ
れ
た
調
査
は
︵
二
〇
〇
三
年
の
﹁
女
性
に
対
す
る

暴
力
を
め
ぐ
る
カ
イ
ロ
会
議
﹂
で
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︶、

女
性
の
振
る
舞
い
を
疑
う
こ
と
が
名
誉
犯
罪
の
七
九
パ
ー

セ
ン
ト
を
構
成
し
、
そ
の
一
方
で
、
不
正
行
為
が
九
パ
ー

セ
ン
ト
を
構
成
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
の
調
査
は
ま
た
、

名
誉
犯
罪
の
四
一
パ
ー
セ
ン
ト
が
妻
に
対
し
て
犯
さ
れ
、

三
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
娘
、
一
八
パ
ー
セ
ン
ト
が
姉
妹
、
七

パ
ー
セ
ン
ト
が
女
性
の
親
類
に
対
し
て
犯
さ
れ
た
こ
と
を

示
し
た
。
ヨ
ル
ダ
ン
で
は
、
一
九
八
六
年
以
来
、
名
誉
犯

罪
は
女
性
に
対
す
る
暴
力
犯
罪
の
二
三
パ
ー
セ
ン
ト
を
占

め
て
い
たす
﹂。

　

こ
う
し
た
行
為
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
基
本
的
な
原
理
と
は
ま

っ
た
く
相
い
れ
な
い
も
の
で
す
が
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
、

伝
統
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
慣
習
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
新
た

な
外
見
を
ま
と
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
否
定
的
な
反
発
は
、

と
り
わ
け
ブ
ロ
グ
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
メ
デ
ィ
ア
一
般
で
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
イ
メ
ー
ジ
に
悪
影
響
を
与
え
て
き
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ー
ム

社
会
に
お
い
て
、
理
想
と
現
実
の
違
い
を
理
解
す
る
こ
と
の
で

き
な
い
普
通
の
人
々
を
非
難
す
る
人
は
い
な
い
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
ひ
と
た
び
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
が
憎
む
べ
き
行
為

─
特
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に
出
現
し
つ
つ
あ
る
社
会
問
題
に
関
連
す
る
行
為

─
を
持
続

し
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
た
な
ら
ば
、
人
々
は
容
易
に
、
そ
の

よ
う
な
特
質
が
宗
教
を
反
映
し
て
い
る
と
思
っ
て
し
ま
う
傾
向

が
あ
る
の
で
す
。

３　

女
性
に
対
す
る
暴
力
へ
の
戦
い

─
イ
ス
ラ
ー
ム
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
と
戦
う
こ
と
を
目
的

に
、
社
会
に
お
け
る
平
和
的
共
存
を
確
実
に
す
る
た
め
の
い
く

つ
か
の
厳
格
な
対
策
を
提
供
し
て
き
ま
し
た
。
本
報
告
で
は
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
へ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
対
応
を
、
三
つ
の
大

き
な
問
題
に
絞
っ
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。
名
誉
の
た
め
の

殺
人
、
レ
イ
プ
、
お
よ
び
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

で
す
。

３
・
１　

名
誉
の
た
め
の
殺
人

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
定
め
ら
れ
た
法
に
合
致
す
る
も
の
以
外
、

い
か
な
る
理
由
が
あ
っ
て
も
生
命
を
奪
う
こ
と
を
絶
対
に
認
め

ま
せ
ん
。
名
誉
の
た
め
の
殺
人
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
許
さ

れ
る
行
為
と
考
え
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
五
つ
の
よ
り

高
い
目
的
の
一
つ
に
対
す
る
著
し
い
違
反
な
の
で
す
。
コ
ー
ラ

ン
四
章
九
三
節
に
は
、﹁
信
者
を
故
意
に
殺
害
し
た
者
は
、
そ
の

応
報
は
地
獄
で
、
か
れ
は
永
遠
に
そ
の
中
に
住
む
で
あ
ろ
う
。

ア
ッ
ラ
ー
は
怒
っ
て
か
れ
を
見
は
な
さ
れ
、
厳
し
い
懲
罰
を
備

え
ら
れ
る
﹂︵
日
本
ム
ス
リ
ム
協
会
訳
︶
と
あ
り
ま
す
。
家
族
の
名

誉
を
保
つ
と
い
う
名
の
も
と
で
人
間
を
差
別
的
に
殺
害
す
る
こ

と
は
、
完
全
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
、
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
が
次
の
よ
う
に
述
べ
た
と

い
う
、
イ
ブ
ン
・
ウ
マ
ー
ル
が
語
っ
た
預
言
者
の
伝
統
に
よ
っ

て
、
さ
ら
に
強
化
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、﹁
信
者
は
、
流
す
の

を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
血
を
流
さ
な
い
限
り
、
ア
ッ
ラ
ー
の
慈
悲

に
包
ま
れ
続
け
る
で
あ
ろ
うせ
﹂
と
。

　

あ
る
人
が
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
知
ら
れ
て
い
る
罪
を
犯
し
た
た

め
に
殺
さ
れ
る
に
値
す
る
と
仮
定
し
た
と
し
て
さ
え
も

─

名
誉
の
た
め
の
殺
人
に
は
ふ
つ
う
そ
の
事
例
は
あ
り
ま
せ
ん
が

─
自
分
勝
手
に
制
裁
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
ま
す
。
イ
ス

ラ
ー
ム
で
定
め
ら
れ
た
処
罰
は
、
そ
れ
ら
が
公
開
法
廷
ま
た
は

被
告
人
の
率
直
な
告
白
に
お
い
て
証
明
さ
れ
、
確
立
さ
れ
る
ま
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で
は
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
個
々
人
が
そ

の
よ
う
な
処
罰
を
実
施
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
被
告
人
は
単
に
家
族
に
﹁
不
名
誉
﹂
を
も
た
ら
し
た
家
族

員
だ
か
ら
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
認
め
ら
れ
る
い
か
な
る
処

罰
も
、
国
家
元
首
あ
る
い
は
彼
の
代
理
人
な
ど
の
権
限
の
あ
る

当
局
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、

人
々
が
自
由
に
彼
ら
の
手
で
裁
く
こ
と
が
許
さ
れ
た
と
き
に
社

会
に
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
混
沌
と
無
秩
序
を
避
け
る
た
め

な
の
で
すそ
。

　

悪
を
犯
し
た
り
、
家
族
に
﹁
恥
を
か
か
せ
た
﹂
り
し
た
人
の

行
為
を
、
そ
の
人
に
後
悔
す
る
機
会
を
与
え
る
た
め
に
隠
す
こ

と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
原
則
に
合
致
す
る
賢
明
な
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
一
般
的
な
態
度
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム

は
処
罰
よ
り
も
許
し
を
支
持
す
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

イ
ス
ラ
ー
ム
学
者
た
ち
は
、
現
代
に
お
け
る
名
誉
の
た
め
の
殺

人
の
慣
行
は
完
全
な
イ
ス
ラ
ー
ム
法
違
反
で
あ
り
、
禁
じ
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
宣
言
す
る
こ
と
に
満
場
一
致
で
同
意
し
ま
し

た
。
イ
ス
ラ
ー
ム
法
に
お
い
て
名
誉
の
た
め
の
殺
人
が
不
適
切

で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
例
を
示
す
こ
と
は
、
有
益
で
し
ょ
う
。

イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
名
誉
の
た
め
の
殺
人
は
、
多
く
の

場
合
、
処
女
に
よ
る
密
通
を
含
み
ま
す
。
密
通
し
た
処
女
に
適

用
で
き
る
法
は
体
罰
の
み
で
、
罪
の
な
い
少
女
を
死
刑
に
処
す

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
被
告
人
が
死
ぬ
に
値
す
る
こ

と
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
個
々
人
が
自
分
勝
手
に
制
裁
を

加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

３
・
２　

レ
イ
プ

　

レ
イ
プ
は
、
実
力
行
使
に
よ
っ
て
女
性
の
名
誉
を
侵
害
す
る

非
常
に
不
快
な
犯
罪
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
は
ふ
つ
う

﹁ightisā b

﹂
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
レ
イ
プ
は
イ
ス
ラ
ー
ム

法
で
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
も
っ
と
も
厳
し
い
処
罰
が
課

せ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、
罰
す
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
他
の
人

が
同
じ
よ
う
な
性
欲
を
そ
そ
る
罠
に
陥
る
の
を
思
い
と
ど
ま
ら

せ
る
た
め
で
す
。
レ
イ
プ
と
関
連
し
た
ト
ラ
ウ
マ
︵
心
的
外
傷
︶

は
、
明
ら
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
定
め
ら
れ
る
処
罰
の
要
素
と

さ
れ
ま
す
。

　

レ
イ
プ
に
関
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
重
大
な
抑
止
力
と
し

て
の
処
罰
を
と
も
な
っ
た
完
全
な
禁
止
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
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態
度
を
と
り
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
憎
む
べ
き
犯
罪
を
恒
久

化
す
る
状
況
に
つ
け
こ
む
で
あ
ろ
う
犯
罪
者
に
対
し
て
扉
を
閉

め
る
た
め
の
、
多
く
の
予
防
的
措
置
を
そ
な
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
ら
の
措
置
と
し
て
は
、
成
熟
し
た
人
々
の
た
め
の
結
婚
の
規

定
、
い
じ
め
や
セ
ク
ハ
ラ
を
避
け
る
た
め
に
ベ
ー
ル
を
胸
ま
で

引
き
下
げ
る
よ
う
に
と
い
う
女
性
た
ち
へ
の
直
接
的
指
示
、
人

間
を
興
奮
さ
せ
る
ア
ル
コ
ー
ル
や
す
べ
て
の
危
険
な
薬
物
の
禁

止
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
予
防
的
措
置
が
実
施
さ
れ
て

い
る
状
況
で
、
そ
れ
で
も
レ
イ
プ
が
行
わ
れ
た
場
合
、
犯
人
は

そ
の
重
大
な
犯
罪
に
対
す
る
報
い
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。

　

レ
イ
プ
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
る
処
罰
は
、
密
通
と
不

倫
に
対
す
る
処
罰
と
類
似
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
レ
イ
プ
の

場
合
、
力
が
用
い
ら
れ
、
ナ
イ
フ
な
ど
の
危
険
な
武
器
が
使
用

さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
専

門
家
は
、
レ
イ
プ
犯
を
無
垢
の
魂
の
名
誉
を
冒
涜
す
る
武
装
強

盗
犯
と
し
て
考
え
る
よ
う
提
案
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
レ

イ
プ
犯
に
対
す
る
処
罰
は
、
コ
ー
ラ
ン
に
よ
れ
ば
磔
刑
を
含
む

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
コ
ー
ラ
ン
五
章
三
三
節
に
は
次
の
よ
う
に

あ
り
ま
す
。

﹁
ア
ッ
ラ
ー
と
そ
の
使
徒
に
対
し
て
戦
い
、
ま
た
は
地
上
を

攪
乱
し
て
歩
く
者
の
応
報
は
、
殺
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
十

字
架
に
つ
け
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
手
足
を
互
い
違
い
に

切
断
さ
れ
る
か
、
ま
た
は
国
土
か
ら
追
放
さ
れ
る
外
は
な

い
。
こ
れ
ら
は
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
現
世
で
の
屈
辱
で
あ

り
、
更
に
来
世
に
お
い
て
厳
し
い
懲
罰
が
あ
る
﹂︵
日
本
ム

ス
リ
ム
協
会
訳
︶

　

一
部
の
イ
ス
ラ
ー
ム
法
専
門
家
は
、
名
誉
を
冒
涜
さ
れ
た
犠

牲
者
に
何
ら
か
の
財
政
的
な
賠
償
も
要
求
し
て
い
ま
すた
。

３
・
３　

ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
定
に
は
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ

ン
ス
を
防
ぐ
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
も
の
が
多
数
あ
り
ま
す
。

そ
れ
ら
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
主
要
な
原
典
に
記
さ
れ
て
い
る

紛
争
回
避
な
ら
び
に
紛
争
解
決
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
含
ん
で
い
ま

す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ
、
い
か
な
る
暴
力

も

─
と
り
わ
け
、
家
族
の
関
係
に
お
け
る
暴
力

─
認
め
ず
、

許
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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公
的
な
会
話
の
な
か
で
、
妻
を
叩
く
こ
と
に
関
す
る
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
と
き
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
し
ば
し
ば
中
傷
さ
れ
、

理
論
的
に
攻
撃
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
で
私
は
、
妻
を
叩
い
た
り
虐

待
し
た
り
す
る
こ
と
に
関
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
の
位
置
に
つ
い

て
、
一
般
的
な
見
解
を
示
す
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
こ
の
問
題
を
、
別
の
論
文
で
簡
潔
に
取
り
上
げ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

﹁
コ
ー
ラ
ン
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
は
女
性
に
対
す
る
暴

力
を
神
学
的
に
容
認
し
て
い
る
と
い
う
誤
解
が
、
イ
ス

ラ
ー
ム
世
界
の
一
部
の
地
域
で
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス
が
多
発
し
て
い
る
中
心
的
な
理
由
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
、
社
会
の
深
刻
な
機
能

障
害
を
反
映
し
て
い
る
。

　

⋮
⋮
一
部
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

教
え
は
特
定
の
状
況
下
で
妻
に
対
す
る
暴
力
を
許
す
と

考
え
る
。
た
と
え
ば
、
ト
ル
コ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
聖
職
者

で
あ
る
ケ
マ
ル
・
グ
ラ
ン
は
、
そ
の
著
﹃
イ
ス
ラ
ー
ム

教
徒
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
﹄
に
お
い
て
、
男
性
は
自
分
の

妻
た
ち
を
叩
い
て
も
よ
い
と
述
べ
た
。
他
方
、﹃
イ
ス

ラ
ー
ム
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
平
等
﹄
の
著
者
、
ジ

ャ
マ
ー
ル
・
バ
ダ
ウ
ィ
は
、
女
性
へ
の
虐
待
を
正
当
化

す
る
た
め
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
コ
ー
ラ
ン
﹁
婦
人

︵
ア
ン
・
ニ
サ
ー
ア
︶
章
﹂
三
四
節
四
に
つ
い
て
の
議
論

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。﹃
い
か
な
る
状
況
に
あ

っ
て
も
、
コ
ー
ラ
ン
は
家
庭
内
暴
力
ま
た
は
身
体
的
虐

待
を
促
さ
な
い
し
、
許
さ
な
い
し
、
大
目
に
見
る
こ
と

も
な
い
。
極
端
な
状
況
で
は
、
そ
し
て
よ
り
大
き
な
不

都
合
︵
た
と
え
ば
離
婚
︶
が
起
こ
り
そ
う
な
場
合
は
つ
ね

に
、
結
婚
を
守
る
努
力
に
お
い
て
、
夫
は
身
体
に
物
理

的
な
危
害
を
与
え
ず
、
傷
も
残
さ
な
い
よ
う
に
穏
や
か

に
妻
を
︵
と
ん
と
ん
と
︶
叩
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
﹄
と
。

彼
は
特
権
を
否
定
は
し
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
処
置
は
、

正
確
に
は
懲
罰
的
で
あ
る
よ
り
は
象
徴
的
な
も
の
と
考

え
ら
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
の
で
あ
るち
﹂。

　

以
上
は
、
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
に
対
す
る
イ

ス
ラ
ー
ム
の
立
場
を
要
約
し
た
も
の
で
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
し

ば
し
ば
、
口
論
や
最
終
的
に
は
暴
力
に
至
る
よ
う
な
婚
姻
の
不

一
致
︵nushūz
︶
を
解
決
す
る
た
め
に
、
夫
婦
間
の
意
見
の
相
違
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の
処
理
を
行
う
統
合
化
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
、
調
停
︵suhl

︶
と

仲
裁
︵tahkim

︶
を
定
め
て
い
ま
す
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
ド
メ
ス
テ
ィ

ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
を
許
容
す
る
た
め
に
家
族
内
で
の
論
争

を
管
理
す
る
た
め
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
規
定
し
て
い
る
宗
教
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
と
っ
て
大
き
な
害

な
の
で
す
。

４　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
実
像

─
預
言
者
の
先
例
の
考
察

　

今
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
に
お
け
る
女
性
に
対
す
る
暴
力

が
増
大
し
て
い
る
結
果
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
否
定
的
な
反

発
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
き
ま
し
た
が
、
イ
ス
ラ
ー

ム
に
お
け
る
女
性
の
実
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
預
言

者
の
伝
記
を
一
瞥
す
る
こ
と
が
適
切
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
真
の
立
場
と
、
な
ぜ
女
性
た

ち
が
男
性
に
比
べ
て
社
会
で
高
位
の
地
位
を
与
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
を
示
す
多
く
の
預
言
者
の
先
例
が
存
在
す
る
こ

と
は
、
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ス
ラ
ー
ム
が
女
性
に
対

し
て
偏
見
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
誤
っ
た
認
識
を
払
拭
す
る
た

め
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
そ
の
法
が
女
性
の
財
産
権
、
結
婚
の

権
利
と
人
権
に
つ
い
て
い
か
に
扱
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
預

言
者
の
先
例
に
特
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
概
念
的
分
析
を
行
う
こ

と
が
必
要
で
す
。

　

ま
ず
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
が
最
後
の
説
教
に
お
い
て
行
っ

た
明
白
な
要
請
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

﹁
お
お
、
人
々
よ
。
あ
な
た
は
女
性
た
ち
に
関
し
て
特
定
の

権
利
を
も
つ
が
、
女
性
た
ち
も
あ
な
た
に
関
し
て
権
利
を

も
つ
。
あ
な
た
が
ア
ッ
ラ
ー
の
信
頼
と
そ
の
許
し
に
お
い

て
の
み
、
彼
女
た
ち
を
妻
と
し
て
得
た
こ
と
を
思
い
起
こ

せ
。
彼
女
た
ち
が
あ
な
た
の
権
利
に
よ
っ
て
と
ど
ま
る
な

ら
ば
、
彼
女
た
ち
は
親
切
に
食
べ
物
を
与
え
ら
れ
、
装
う

権
利
を
も
つ
。
あ
な
た
の
女
性
た
ち
を
よ
く
扱
い
、
親
切

に
せ
よ
。
と
い
う
の
も
、
彼
女
た
ち
は
あ
な
た
の
パ
ー
ト

ナ
ー
、
献
身
的
な
ヘ
ル
パ
ー
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、

彼
女
た
ち
が
、
不
貞
で
な
い
こ
と
と
同
じ
く
、
あ
な
た
が

認
め
な
い
も
の
と
は
親
し
く
な
ら
な
い
こ
と
は
、
あ
な
た

の
権
利
で
あ
るつ
﹂。

　

こ
の
最
後
の
説
教
は
、
預
言
者
が
亡
く
な
る
前
、
ズ
ル
・
ヒ
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ッ
ジ
ャ
︵
イ
ス
ラ
ー
ム
暦
の
一
二
月
︶
九
日
、
す
な
わ
ち
西
暦
六
三

二
年
三
月
九
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
説
教
の
特
徴
の
一
つ

は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
よ
り
も
む
し
ろ
人
類
全
体
へ
の
一
般
的

な
言
及
が
あ
る
こ
と
で
すて
。
預
言
者
自
ら
に
よ
る
こ
の
ス
ピ
ー

チ
の
内
容
は
、
人
類
全
体
に
と
っ
て
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
し

た
。
こ
れ
は
、
預
言
者
が
女
性
の
権
利
に
つ
い
て
宣
言
し
た
第

一
の
要
綱
で
し
た
。
預
言
者
と
し
て
の
滞
在
期
間
を
通
し
て
、

彼
が
こ
れ
ら
の
権
利
を
明
確
に
し
、
同
胞
た
ち
に
女
性
を
親
切

に
扱
う
よ
う
に
勧
め
る
多
く
の
機
会
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
彼
は
告
別
の
辞
の
際
に
、
こ
の
点
を
繰
り
返
し
て
言
わ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
、
女
性
を

親
切
に
扱
う
こ
と
が
何
に
も
ま
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
人
類

全
体
に
個
人
的
に
伝
え
る
た
め
の
よ
り
よ
い
機
会
は
、
他
に
は

な
い
だ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
実
像
と
、
彼
女
た
ち
の
保
護

を
確
実
に
す
る
た
め
の
多
次
元
的
な
安
全
装
置
は
、
多
く
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
コ
ー
ラ
ン
が
、
コ
ー
ラ
ン

4

4

4

4

の
構
成
概
念

4

4

4

4

4

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
通
し
て
こ
れ
ら
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
の
根
本
的
な
基
盤
を
確
立
す
る
一
方
で
、
類
似
し
た
拘
束
力

の
あ
る
歴
史
的
な
預
言
者
の
先
例

4

4

4

4

4

4

は
、
コ
ー
ラ
ン
の
構
成
概
念

を
補
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
特
に
シ
ャ
リ
ー
ア
の
よ
り
高
い
目
的

を
確
立
し
て
、
法
律
が
保
護
し
保
存
し
よ
う
と
す
る
も
の
を
保

証
す
る
基
本
的
目
的
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
存
在
し
ま
す
。
そ
う
す

る
な
か
で
、
公
共
利
益
論

4

4

4

4

4

が
、
人
類
に
利
益
を
も
た
ら
し
、
あ

状況への適用

公共利益論

基本的目的のパラダイム

預言者の先例

コーランの構成概念

イスラーム女性の保護

〔図１〕
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ら
ゆ
る
危
害
を
防
ぐ
た
め
の
効
果
を
示
し
始
め
る
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
目
標
が
混
じ
り
合
っ
た
も
の
が
、
一
つ
の
目
的
を

達
成
し
ま
す

─
女
性
の
保
護
で
す
。
こ
れ
ら
の
目
標
の
状
況

へ
の
適
用
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
を
志
向
す
る
政
策
の
原
則
に
も
と

づ
く
合
理
的
な
政
策
を
実
施
し
よ
う
と
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
に
お
け
る
現
代
の
政
策
立
案
者
の
目
的
は
、

︹
図
１
︺
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

４
・
１　
「
女
性
性
」
の
保
護

　
﹁
女
性
性
﹂
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る

方
法
で
周
到
に
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。
女
性
は
娘
、
姉
妹
、
妻

で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
尊

敬
さ
れ
、
保
護
さ
れ
て
い
ま
す
。
女
性
は
男
性
の
対
の
半
分
と

考
え
ら
れと
、
い
か
な
る
形
で
あ
れ
男
性
に
追
従
し
ま
せ
ん
。
母

と
し
て
の
女
性
の
保
護
に
関
し
て
、
ア
ブ
・
フ
ラ
イ
ラ
ー
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

﹁
一
人
の
男
性
が
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
の
と
こ
ろ
に
来
て
、
言

っ
た
。﹃
お
お
、
ア
ッ
ラ
ー
の
使
徒
よ
。
誰
が
私
の
も
っ
と

も
よ
い
仲
間
と
し
て
値
す
る
で
あ
ろ
う
か
﹄。
預
言
者
は
答

え
た
。﹃
あ
な
た
の
母
親
で
あ
る
﹄。
彼
は
尋
ね
た
。﹃
ほ
か

に
は
誰
が
？
﹄。
預
言
者
は
答
え
た
。﹃
あ
な
た
の
母
親
で

あ
る
﹄。
彼
は
ふ
た
た
び
た
ず
ね
た
。﹃
ほ
か
に
は
誰
が
？
﹄。

預
言
者
は
答
え
た
。﹃
あ
な
た
の
母
親
で
あ
る
﹄。
彼
は
も

う
一
度
た
ず
ね
た
。﹃
ほ
か
に
は
誰
が
？
﹄。
預
言
者
は
言

っ
た
。﹃
そ
の
ほ
か
な
ら
、
あ
な
た
の
父
親
で
あ
る
﹄
とな
﹂。

　

こ
の
預
言
者
の
先
例
は
、
特
に
母
親
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、

イ
ス
ラ
ー
ム
が
女
性
を
最
高
位
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
説
明
し

て
い
ま
す
。

　

娘
に
つ
い
て
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
期

間
に
お
け
る
女
児
殺
し
と
い
う
憎
む
べ
き
犯
罪
か
ら
少
女
を
解

放
し
ま
し
た
。
六
世
紀
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
出
現
は
、
世

界
を
揺
る
が
す
よ
う
な
前
例
の
な
い
改
革
を
と
も
な
い
、
イ
ス

ラ
ー
ム
以
前
の
時
代
に
一
般
的
で
あ
っ
た
他
の
不
快
な
慣
行
の

間
で
、
女
児
殺
し
を
ま
っ
た
く
法
律
の
保
護
外
に
お
き
ま
し
た
。

現
代
の
非
常
に
先
進
的
な
世
界
に
お
い
て
、
女
児
殺
し

─
と

き
に
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
あ
る
い
は
フ
ェ
ミ
サ
イ
ド
と
呼
ば
れ
る

─
と
い
う
災
難
が
日
々
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
残
念
な
こ
と
で
す
。
イ
ン
ド
と
中
国
に
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お
い
て
は
、
女
児
殺
し
と
女
の
胎
児
殺
し
の
率
が
増
加
し
て
い

る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は

一
四
三
〇
年
以
上
前
に
完
全
に
禁
止
さ
れ
た
慣
行
で
あ
り
、
コ
ー

ラ
ン
や
多
く
の
預
言
者
の
先
例
に
お
い
て
明
白
に
禁
止
が
宣
言

さ
れ
て
い
ま
すに
。

　

女
児
に
つ
い
て
明
確
な
禁
止
令
を
宣
言
し
た
こ
と
は
さ
て
お

き
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
ま
た
、
と
り
わ
け
出
産
の
知
ら
せ
が
伝
え

ら
れ
る
際
に
、
女
性
に
対
す
る
男
性
の
優
先
性
を
認
め
ま
せ
んぬ
。

イ
ス
ラ
ー
ム
が
母
親
を
尊
敬
す
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
く
、
娘

も
ま
た
、
適
切
な
幼
児
の
し
つ
け
と
い
う
親
と
し
て
の
特
別
な

役
割
に
か
ん
が
み
て
尊
敬
さ
れ
ま
す
。
預
言
者
の
先
例
に
つ
い

て
、
ア
ブ
・
サ
イ
ー
ド
・
ア
ル
・
ク
ー
ド
リ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
ま
す
。﹁
三
人
の
娘
か
三
人
の
姉
妹
を
も
ち
、
あ
る
い
は

二
人
の
娘
か
二
人
の
姉
妹
を
も
ち
、
彼
女
た
ち
を
十
分
に
世
話

し
、
彼
女
た
ち
に
関
し
て
ア
ッ
ラ
ー
を
恐
れ
る
も
の
は
誰
で
も
、

天
国
に
入
る
で
あ
ろ
うね
﹂
と
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
女
性
像
と
し
て
母
親
と
娘
に
つ
い
て
説
明
し

て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
妻
の
地
位
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

が
重
要
で
すの
。
預
言
者
の
妻
ア
イ
ー
シ
ャ
が
述
べ
た
は
っ
き
り

と
し
た
声
明
の
な
か
で
、
預
言
者
が
か
つ
て
仲
間
に
次
の
よ
う

に
語
っ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。﹁
あ
な
た
が
た
の
最
高

の
人
は
、
妻
に
と
っ
て
最
高
で
あ
る
人
で
あ
り
、
私
は
私
の
妻

に
と
っ
て
最
高
の
人
で
あ
るは
﹂
と
。
本
質
的
に
女
性
た
ち
は
、

法
律
が
大
部
分
の
状
況
に
お
い
て
彼
女
た
ち
に
男
性
と
類
似
し

た
権
利
を
授
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
思
い
や
り
を
も
っ
て
扱
わ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
彼
女
た
ち
は
遺
産
の
相
続
権
を

も
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
他
の
文
明
で
は
二
〇
〇
年
前
ま
で

は
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
す
。
ま
た
彼
女
た
ち
は
夫

を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
、
自
ら
の
財
産
を
得
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
は
、
世
界
の
大
部
分
の
地
域
が
ま

だ
野
蛮
な
文
明
を
も
つ
暗
闇
で
荒
波
に
も
ま
れ
て
い
た
期
間
に

あ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
で
恒
久
的
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
、

時
間
と
空
間
の
変
化
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
一
般
的
な
信
念
に
反
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と

反
対
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
法
の
す
べ
て
に
関
わ
る
統
制
の
対

象
と
い
う
点
で
女
性
に
厳
し
い
文
化
も
あ
り
ま
す
。
預
言
者
的

な
先
例
は
、
そ
れ
を
明
確
に
説
明
し
て
い
ま
す
。
ウ
マ
ー
ル
・
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ビ
ン
・
ア
ル
・
カ
ー
タ
ブ
は
か
つ
て
、
次
の
よ
う
に
預
言
者
に

言
い
ま
し
た
。﹃
私
た
ち
ク
ラ
イ
シ
ュ
族
は
、
よ
く
女
性
た
ち
を

統
制
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ン
サ
ー
ル
︵
メ
デ
ィ
ナ
で

の
援
助
者
︶
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
き
、
私
た
ち
は
、
彼
ら
が
女
性

4

4

4

4

4

に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
民
族
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
れ
で
私
た
ち
の
女
性
は
、
ア
ン
サ
ー
ル
の
や
り
方
を
採
用
し

始
め
た
。
私
は
妻
に
怒
り
、
妻
は
私
と
議
論
を
し
た
。
私
は
妻

が
私
と
議
論
を
す
る
の
が
好
き
で
は
な
か
っ
た
。
妻
は
言
っ
た
。

﹃
な
ぜ
あ
な
た
は
、
私
と
議
論
す
る
の
に
反
対
す
る
の
で
す
か
。

ア
ッ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
預
言
者
の
妻
た
ち
は
彼
と
議
論
を
し
ま

す
⋮
⋮
﹄
とひ
﹂。

　

男
性
が
女
性
に
厳
し
く
す
る
の
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、

こ
の
預
言
者
の
伝
統
か
ら
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
イ
バ

ン
・
ハ
ジ
ャ
ー
ル
・
ア
ル
・
ア
ス
カ
ラ
ニ
ー
に
よ
れ
ば
、﹁
預
言

者
は
ア
ン
サ
ー
ル
の
女
性
に
対
す
る
や
り
方
を
採
用
し
、
彼
の

身
内
の
や
り
方
を
や
め
たふ
﹂
の
で
す
。
こ
の
先
例
の
解
釈
の
意

味
は
、
預
言
者
が
女
性
に
対
し
て
思
い
や
り
の
あ
る
容
易
な
方

法
を
選
び
、
法
律
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
大
部
分
の
問
題
に
お
い

て
女
性
が
自
ら
の
や
り
方
を
も
つ
こ
と
を
許
し
た
と
い
う
こ
と

で
す
。

５　

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
防
ぐ
た
め
の

文
明
間
対
話

　

今
ま
で
説
明
し
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
原
理
の
い
く
つ
か
は
、

他
の
宗
教
的
伝
統
に
も
み
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
防
ぐ
た
め
の
文
明
間
対
話
が
要
請
さ
れ

ま
す
。
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
が
共
有
す
る
価
値
観
に
も
と
づ
き
、

女
性
に
対
す
る
暴
力
に
共
同
で
宣
戦
布
告
す
る
こ
と
か
ら
始
め

る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
同
じ
心
を
も
つ
人
々
が
、
社

会
全
体
に
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
避
け
る
必
要
性
を
教
え
る
た

め
に
、
協
力
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
広
い
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
克
服
し
が
た
い
よ
う
に
見
え
る
社
会
的
脅
威
を
解
決
す

る
た
め
に
共
通
の
価
値
観
と
関
心
を
活
用
す
る
う
え
で
、
助
け

に
な
る
で
し
ょ
う
。

　

世
界
の
諸
宗
教
と
、
そ
れ
ら
が
女
性
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
、

ま
た
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
る
か

を
詳
細
に
研
究
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
諸
宗
教
の
ス
タ
ン
ス
が
、
あ

る
意
味
で
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
ど
の
宗
教
も
、
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女
性
に
対
す
る
暴
力
を
許
し
て
い
ま
せ
ん
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
文
明
間
対
話
お
よ
び

異
文
化
・
宗
教
間
の
議
論
の
出
発
点
と
す
べ

き
で
し
ょ
う
。

　

そ
の
対
話
は
、
第
一
に
、
い
か
に
し
て
イ

ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
度
が
過
ぎ
た
メ
デ
ィ
ア

の
反
発
を
払
い
の
け
る
か
、
第
二
に
、
こ
の

増
大
し
つ
つ
あ
る
脅
威
に
対
し
て
、
大
部
分

の
国
の
政
策
決
定
過
程
に
影
響
を
与
え
る
よ

う
な
確
固
た
る
見
解
・
論
拠
を
形
成
す
る
た

め
に
、
い
か
に
協
働
す
る
か
に
つ
い
て
の
も

の
で
す
。

　

一
般
に
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
人
々
に
利
益
を

与
え
る
先
触
れ
で
あ
ろ
う
と
し
ま
す
。
そ
れ

ゆ
え
に
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
の
よ
う
な
カ

ギ
と
な
る
社
会
的
問
題
に
対
処
す
る
方
向
へ

の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
さ
ま
ざ

ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
構
想
さ
れ
る
一
方
、
女

性
に
対
す
る
暴
力
の
場
合
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

〔表２〕女性に対する暴力を防ぐためのイスラームの調停
アプローチ イスラームの調停

予
防
的
措
置

・いかなる危害あるいは報復的危害もまったくあってはならない。
　男性と女性は互いの支持者であり、彼らの誰もが他を害してはならない。
・イスラームにおける女性の特別な地位。女性たちは娘、姉妹、妻、母親と
して、重要な位置を占めており、壊れやすい容器のように保護され、守ら
れなければならない。

矯
正
的

措
置

・犠牲者を保護し、社会全体への抑止力として犯罪者を厳しく罰せよ。
・犠牲者に、シェルターや他の財政援助を通して私有財産として所有される
補償を与えよ。

文
明
間
的
努
力

・同じ価値観を共有する世界の同じ心をもつ人々との共同の努力が、イス
ラームにおいて奨励される。
・異なる文明からの協調した努力は、境界を越えて移植可能な卓越した政策
の枠組みをもたらすかもしれない。

法
／
政
治

・女性に対する暴力と闘うために、持続可能な政策と法を制定することが重
要である。
・社会で女性を保護しようとするイスラーム原理を成文化する動きは、イス
ラーム社会における理論と慣行の間のギャップを埋めるのに必要である。

メ
デ
ィ
ア

・上記のステップは、イスラームに対する否定的なステレオタイプ化とメ
ディアの反発をなくす枠組みという結果をもたらす。
・イスラームの名において続けられているいくつかの厄介な慣行に対するム
スリム自身の認識を修正するために、ソーシャルメディアやブログ・コミ
ュニティを利用すること。
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調
停
も
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
で
組
織
化
さ
れ
て
い
ま
す
。︹
表
２
︺

で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
予
防
的
措
置
か
ら
、
矯
正
的

措
置
、
文
明
間
的
努
力
、
法
と
政
治
ま
で
の
範
囲
を
も
ち
、
女

性
に
対
す
る
暴
力
に
関
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
立
場
に
つ
い
て
の

誤
っ
た
認
識
を
払
い
の
け
る
た
め
に
代
替
的
な
メ
デ
ィ
ア
を
提

供
す
る
こ
と
も
含
み
ま
す
。

６　

結
論

　

以
上
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
け
る
女
性
の
実
像
と
、
女
性
を
人

生
の
い
ろ
い
ろ
な
段
階
で
保
護
す
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
き
ま
し
た
。
今
ま
で
説

明
し
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
単
な
る
宗
教
的
儀
礼
を

超
え
た
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
人
類
の
た
め
の
利
益
︵m

asā liḥ
︶

を
率
先
し
て
追
求
し
、
悪
ま
た
は
危
害
︵darar

︶
を
も
た
ら
す
す

べ
て
の
手
段
を
封
じ
込
め
る
よ
う
な
、
完
全
な
生
活
様
式
な
の

で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
女
性
に
対
す
る

暴
力
は
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
パ
キ
ス
タ
ン
、

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
そ
し
て
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
い
て
す
ら
、

イ
ス
ラ
ー
ム
諸
国
に
流
布
し
て
い
る
傾
向
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社

会
で
の
女
性
の
卑
屈
な
役
割
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
認
識
を
形

づ
く
っ
た
家
父
長
制
的
な
婚
姻
の
関
係
を
推
進
し
て
き
た
こ
と

は
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
に
お
け
る
そ
う
し
た
傾
向
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
人
々
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
と
現
実
の
間
に
紛
れ
も
な

い
矛
盾
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
を
避
け
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

文
明
間
対
話
が
効
果
を
示
し
始
め
る
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
か

ら
で
す
。
女
性
に
対
す
る
暴
力
と
い
っ
た
厄
介
な
現
象
と
闘
う

た
め
に
、ひ
と
た
び
す
べ
て
の
精
神
が
結
び
つ
く
な
ら
ば
、
現
在
、

よ
り
多
元
宗
教
的
・
多
民
族
的
・
多
文
化
的
に
な
っ
て
い
る
私

た
ち
の
社
会
は
、
長
い
目
で
見
れ
ば
持
続
可
能
な
平
和
、
調
和

的
な
共
存
へ
と
導
か
れ
る
で
し
ょ
う
。
極
東
か
ら
西
洋
に
い
た

る
ま
で
、
大
部
分
の
都
市
を
﹁︵
民
族
・
文
化
の
︶
る
つ
ぼ
﹂
に
し

て
き
た
、
世
界
に
わ
た
っ
て
吹
い
て
い
る
多
様
性
へ
の
変
化
の

風
が
存
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

女
性
に
対
す
る
暴
力
の
増
加
を
抑
え
る
た
め
に
、
文
化
的
、

人
種
的
、
宗
教
的
な
背
景
全
体
に
橋
を
架
け
る
よ
り
よ
い
と
き

は
、
今
を
お
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
他
の
宗
教
的
・
文
化
的
背
景
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を
も
つ
人
々
が
平
和
、
調
和
と
愛
に
つ
い
て
の
独
特
の
宗
教
的

価
値
観
を
思
い
起
こ
す
と
き
、
人
々
が
正
し
く
考
え
始
め
る
の

は
必
然
的
な
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
、
共
有
さ
れ
た
こ
れ
ら
の

価
値
観
が
認
め
ら
れ
、
適
切
に
認
識
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
の
よ

う
な
脅
威
を
削
減
す
る
上
で
の
法
の
役
割
は
大
い
に
促
進
さ
れ

る
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
、
完
全
な
生
活
様
式
と
し
て
の
イ

ス
ラ
ー
ム
が
、
単
な
る
宗
教
的
な
儀
式
を
超
え
た
も
の
で
あ
り
、

よ
り
人
類
の
幸
福
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は

適
切
な
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
女
性
に
対
す
る
暴
力

は
完
全
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
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