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経
済
発
展
へ
の
文
明
的
ア
プ
ロ
ー
チ
：
イ
ス
ラ
ー
ム
の
視
座

ニ
ッ
ク
・
ム
ス
タ
フ
ァ

柳
沼
正
広
　
訳

　

 

※
本
稿
は
、
２
０
１
４
年
６
月
３
日
に
行
わ
れ
た
講
演
︵
東
洋
哲

学
研
究
所
主
催
・
東
京
都
港
区
で
︶
の
翻
訳
で
す
。

　
　
　

 

講
師
は
、マ
レ
ー
シ
ア
・
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
研
究
所
︵Institut 

K
efaham

an Islam
 M

alaysia

＝IK
IM

︶
の
事
務
総
長
で
す
。

同
研
究
所
は
﹁
ム
ス
リ
ム
な
ら
び
に
非
ム
ス
リ
ム
の
人
々
に
対

し
て
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
理
解
を
促
進
す
る
﹂
こ
と
を
目
指
し
て

活
動
し
て
い
ま
す
。

序

　

現
代
文
明
の
苦
境
は
、
批
判
的
思
考
を
持
ち
つ
つ
、
神
の
導

き
の
存
在
を
信
じ
る
者
に
と
っ
て
驚
き
で
は
な
い
。
実
際
、
こ

の
問
題
に
有
効
な
唯
一
の
選
択
肢
は
、
神
に
よ
る
社
会
秩
序
の

形
成
に
同
意
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
ッ
ラ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム

を
通
し
て
人
類
の
社
会
秩
序
形
成
の
た
め
の
指
針
を
与
え
て
き

た
。
こ
の
指
針
は
、
時
代
や
場
所
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
廃

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
不
運
な
こ
と
に
、
ム
ス
リ
ム
た

東
洋
哲
学
研
究
所
主
催 

講
演
会
よ
り
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ち
も
含
め
て
人
類
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
道
か
ら
離
れ
て
迷
っ
て
い

る
。
世
俗
化
に
よ
る
脱
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
過
程
は
、
包
括
的
で

動
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
解
か
ら
ム
ス
リ
ム
た
ち
を
遠
ざ
け
て

い
る
。
今
日
の
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
、
単
純
化
さ
れ
た
イ
ス
ラ
ー

ム
の
世
界
観
に
心
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
が
、
い
か
に
包
括
的
で
あ
り
、
い
か
に
現
在
の
世
界

に
関
連
し
て
い
る
か
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
。
ム

ス
リ
ム
た
ち
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、

そ
し
て
初
期
の
ム
ス
リ
ム
共
同
体
の
実
践
に
つ
い
て
説
明
す
る

こ
と
ば
か
り
に
夢
中
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
欠
点
は
、
基
本
的
に

ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
︻
訳
注
：
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
言
行

録
。
宗
派
に
よ
っ
て
は
そ
の
他
の
指
導
者
︵
イ
マ
ー
ム
︶
の
言
行
も
含
む
︼

の
学
に
つ
い
て
の
包
括
的
な
理
解
が
、
ム
ス
リ
ム
の
知
識
人
や

学
者
た
ち
に
欠
け
て
い
る
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
学
は
、
知
識
の
あ
ら
ゆ
る
側

面
を
貫
い
て
い
る
。
事
実
、
聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー

ス
の
学
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ア
ラ
ビ
ア
語
や
ク
ル
ア
ー
ン

の
啓
示
の
歴
史
的
背
景
に
通
じ
る
こ
と
に
加
え
て
、
政
治
的
、

社
会
学
的
、
経
済
学
的
、
科
学
的
な
視
座
を
身
に
つ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
理
論
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
、

究
極
的
に
は
現
実
に
お
い
て
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
現
代
世
界
の

複
雑
な
状
況
に
お
け
る
人
間
社
会
の
秩
序
に
対
し
て
、
ど
の
よ

う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
案
で
き
る
の
か
、
そ
の

展
望
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
真
剣
で
批
判
的
な
思
考
を
持
つ
ム

ス
リ
ム
の
責
務
な
の
で
あ
る
。

経
済
の
シ
ス
テ
ム
化
に
つ
い
て
の

イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
観

　

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
人
間
の
生
活
は
一
つ
で
あ
り
分
割
で
き

な
い
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

企
図
に
も
と
づ
く
社
会
秩
序
の
中
で
互
い
に
求
め
合
い
、
補
完

し
合
う
個
人
の
生
活
を
、
社
会
の
生
活
の
う
ち
の
切
り
離
す
こ

と
の
で
き
な
い
一
部
で
あ
る
と
考
え
る
。
人
間
は
、
個
人
的
な

存
在
で
あ
り
同
時
に
集
団
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
預
言
者
は
、

そ
の
二
重
性
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
、﹁
信
じ
る
者
た
ち
は
、

相
互
の
愛
と
関
心
に
お
い
て
一
つ
の
体
の
よ
う
で
あ
り
、
も
し

そ
の
一
部
分
が
苦
し
み
を
訴
え
る
な
ら
ば
、
他
の
諸
部
分
が
互

い
を
呼
び
合
っ
て
助
け
に
来
て
、
痛
み
と
不
眠
を
分
か
ち
合
う
﹂
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︵
ブ
ハ
ー
リ
ー
の
﹃
真
正
集
﹄︶。

　

社
会
秩
序
を
司
る
イ
ス
ラ
ー
ム
法
︵
シ
ャ
リ
ー
ア
︶
は
、
人
間

社
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
社
会
統
治
の
シ
ス
テ
ム
で
あ

り
、
理
想
の
生
活
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
歩
む
べ
き
正
し
い
道

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
シ
ャ
リ
ー
ア
は
調
和
の
あ
る
正
し
く
動

的
な
仕
方
で
、
個
人
的
責
任
と
社
会
的
責
任
を
ア
ッ
ラ
ー
へ
と

向
か
う
社
会
の
方
向
性
に
も
と
づ
い
て
定
義
す
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
特
定
の
明
確
な
目
的
を
も
っ
て
啓
示
さ
れ

る
。
18
世
紀
の
偉
大
な
ム
ス
リ
ム
の
学
者
シ
ャ
ー
・
ワ
リ
ー
ウ

ッ
ラ
ー
の
言
葉
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
目
的
は
、
人
間
の
内
面
生

活
を
浄
化
す
る
こ
と
と
秩
序
あ
る
社
会
を
築
い
て
神
の
意
思
を

実
現
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
中
で
人
は
潜
在
的
な
力
を
十
分

に
開
発
す
る
こ
と
が
で
き
るあ
、
と
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
宗
教

と
国
家
の
統
一
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
今
あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の

理
想
は
、
実
践
の
中
で
果
た
さ
れ
う
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
権
威

を
高
め
る
た
め
、
国
家
は
そ
の
宗
教
的
信
念
に
関
わ
ら
ず
、
あ

ら
ゆ
る
人
に
対
す
る
社
会
的
正
義
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
イ
ブ
ン
・
タ
イ
ミ
ー
ヤ
は
、
社
会
的
正
義
が
支
配
す
る
者

と
支
配
さ
れ
る
者
︵al-raiw

a al-raiya

︶
と
の
溝
を
架
橋
し
、
究
極

的
に
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
諸
条
件
も
改
善
し
て
い

く
と
の
見
方
を
示
し
て
い
るい
。

　

真
実
・
正
義
・
同
胞
愛
に
つ
い
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
価
値
観

は
、
現
代
の
人
間
社
会
を
再
編
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
確
認
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
採
用
さ
れ
る
べ
き
政
策
や
社
会
機

構
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
伝
統
的
な
実
践
の
そ
の
ま
ま
の
模

倣
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
の
政
策
や
機
構
は
、

シ
ャ
リ
ー
ア
の
精
神
と
そ
の
命
じ
る
と
こ
ろ
の
枠
組
み
の
中
で
、

現
在
の
社
会
経
済
的
な
状
況
に
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

　

聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
は
、
全
人
類
は
一
つ
で
あ
る
と
宣
言
し
、

個
人
も
社
会
を
必
要
と
し
、
社
会
も
個
人
を
必
要
と
す
る
有
機

的
な
一
つ
の
存
在
に
人
類
を
た
と
え
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
お

互
い
に
と
っ
て
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
的
な
見
方
は
、

人
間
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
動
的
な
方
向
性
を
与
え
る
。

　

ア
ッ
ラ
ー
は
、
人
間
の
社
交
性
は
人
間
の
自
然
的
性
向
の
中

に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
私
た
ち
に
教
え
て
い
る
。
聖
な
る
ク

ル
ア
ー
ン
は
述
べ
て
い
る
。﹁
人
び
と
よ
、
わ
れ
は
一
人
の
男
と

一
人
の
女
か
ら
あ
な
た
が
た
を
創
り
、
種
族
と
部
族
に
分
け
た
。

こ
れ
は
あ
な
た
が
た
を
、
互
い
に
知
り
合
う
よ
う
に
さ
せ
る
た
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め
で
あ
る
。
ア
ッ
ラ
ー
の
御
許
で
最
も
貴
い
者
は
、
あ
な
た
が

た
の
中
最
も
主
を
畏
れ
る
者
で
あ
る
。
本
当
に
ア
ッ
ラ
ー
は
，

全
知
に
し
て
凡
ゆ
る
こ
と
に
通
暁
な
さ
れ
る
﹂︵
ク
ル
ア
ー
ン
49
：

13
、
日
本
ム
ス
リ
ム
協
会
訳
︶。

　

こ
の
節
は
、
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
的
・
部
族
的
な
集
団

を
形
成
し
て
現
れ
る
よ
う
に
創
造
さ
れ
た
の
は
、
基
本
的
に
相

互
認
識
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
こ
の
諸
民
族
・

諸
部
族
へ
の
割
り
当
て
を
通
し
て
、
社
会
の
生
活
に
と
っ
て
不

可
分
の
条
件
で
あ
る
相
互
認
識
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
ア
ッ
ラ
ー

は
ま
た
、
肉
体
的
、
精
神
的
、
知
的
、
感
情
的
な
点
に
つ
い
て

多
様
な
能
力
や
可
能
性
を
人
間
に
付
与
し
た
。
ア
ッ
ラ
ー
は
、

あ
る
人
々
を
あ
る
面
に
お
い
て
優
れ
る
よ
う
に
創
造
し
、
他
の

人
々
を
他
の
面
で
優
れ
る
よ
う
に
創
造
し
た
。
そ
れ
は
す
べ
て

の
人
が
お
互
い
を
必
要
と
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

社
会
の
中
の
相
互
結
合
と
相
互
依
存
の
基
礎
を
意
味
し
て
い
る
。

　

ム
ス
リ
ム
の
哲
学
者
で
あ
り
歴
史
家
で
あ
る
ア
ブ
・
ア

リ
ー
・
ア
フ
メ
ド
・
ミ
ス
カ
ワ
イ
ヒ
は
、﹃
個
人
的
性
格
の
精
錬
﹄

の
中
で
、
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
社
会
的
︵m

adani

︶
で
あ
る
と

い
う
理
論
を
展
開
し
て
い
るう
。
人
間
は
、
自
身
の
本
性
を
そ
の

講演に先立って、マイクを持ち、あいさつするニック・ムスタファ氏
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中
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
組
織
化
さ
れ
た
正
し

い
社
会
を
必
要
と
す
る
こ
と
を
こ
の
理
論
は
主
張
し
て
い
る
。

人
間
は
人
々
と
交
わ
り
、
人
々
と
悲
し
み
や
喜
び
を
分
か
ち
合

う
こ
と
を
通
し
て
の
み
自
ら
の
敬
虔
さ
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

る
と
ミ
ス
カ
ワ
イ
ヒ
は
信
じ
て
い
た
。
徳
の
質
は
、
他
者
と
協

働
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
集
団
の
中
で
向
上
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
偉
大
な
学
者
で
あ
る
フ
ァ
ー
ラ
ー
ビ
ーえ
は
、
ど
の
人

間
も
自
己
を
保
ち
自
己
の
最
高
の
完
成
を
果
た
す
た
め
に
は
、

本
性
上
、
自
分
で
は
自
分
自
身
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
多

く
の
も
の
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ど
の
人
間
も
自
分

が
必
要
と
す
る
何
か
し
ら
を
満
た
し
て
く
れ
る
他
の
人
々
を
必

要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
、と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

人
間
は
だ
れ
し
も
自
分
自
身
が
だ
れ
に
対
し
て
も
同
じ
関
係
に

あ
る
こ
と
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
人
間
は
、
多
く
の
人
々
と
協
働
し
て
互
い
の
特

殊
な
必
要
を
満
た
し
合
っ
て
い
く
こ
と
な
し
に
、
生
ま
れ
つ
い

て
の
自
分
の
性
質
を
本
来
の
形
で
完
成
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
共
同
体
全
体
の
貢
献
の
結
果
、
す
べ
て
の
個
々
人
が
生
き

延
び
、
自
身
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
必
要
と
す
る
も
の
が
結
び

合
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ク
ル
ア
ー
ン
に
説
か
れ
る
主
題
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
が
い

か
に
し
て
幸
福
を
実
現
で
き
る
か
で
あ
る
。
そ
し
て
ク
ル
ア
ー

ン
に
は
、
生
涯
の
中
で
人
間
が
歩
む
べ
き
諸
段
階
が
書
き
と
ど

め
ら
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
、
人
間
は
純
粋
で
、

最
高
の
形
で
創
造
さ
れ
、
天
使
よ
り
も
高
い
地
位
を
与
え
ら
れ

て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
時
間
と
空
間
の
中
で
絶
対
性
を

実
現
し
、
こ
の
地
上
に
お
い
て
神
の
意
思
を
実
行
す
る
と
い
う

宇
宙
的
意
義
を
持
つ
責
務
を
託
さ
れ
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
観
点
で
は
、
他
の
被
造
物
は
す
べ
て
人
間
に

従
う
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
太
陽
、
星
、
月
、
地
球
、

雲
、
空
気
、
植
物
、
そ
の
他
の
要
素
も
、
こ
の
目
的
の
た
め
、

人
間
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
るか
。
人
間
は
、
個
人
的
・
集
団

的
完
成
の
達
成
を
可
能
に
す
る
す
べ
て
の
資
源
を
自
由
に
利
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
目
的
に
向
か
っ
て
、
人
間
は
そ
れ

ら
を
適
切
に
ま
た
効
果
的
に
用
い
て
、
も
の
ご
と
の
道
筋
を
変

化
さ
せ
、
ア
ッ
ラ
ー
が
命
じ
、
示
し
た
よ
う
な
型
へ
と
創
造
を

変
容
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
、
地
上
に
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お
け
る
ア
ッ
ラ
ー
の
代
理
者
︵khilafah

︶
と
し
て
の
人
間
に
置
か

れ
た
神
の
信
頼
︵am

anah

︶
な
の
で
あ
る
。

　

地
上
に
お
け
る
人
間
の
特
別
な
位
置
は
、
人
間
に
与
え
ら
れ

た
推
論
し
分
析
す
る
知
性
の
力
に
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

人
間
は
、
正
し
い
道
を
人
間
に
示
す
預
言
者
の
使
命
を
通
し
て

ア
ッ
ラ
ー
か
ら
の
導
き
を
受
け
止
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
人
間

は
、
神
の
し
も
べ
︵al-‘ abd
︶
で
あ
る
と
同
時
に
地
上
に
お
け
る

神
の
代
理
者
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
は
自
分
で
地
球
を
支
配
し
て

い
る
の
で
は
な
く
、
神
の
代
理
者
と
し
て
、
す
べ
て
の
被
造
物

を
支
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
人
間
は
創
造
さ
れ
た

秩
序
に
つ
い
て
神
を
前
に
し
て
責
任
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

ア
ッ
ラ
ー
の
被
造
物
に
向
け
ら
れ
た
恩
寵
の
通
路
な
の
で
あ
る
。

　

生
命
を
相
互
に
結
び
つ
い
た
同
質
の
全
体
と
み
る
イ
ス
ラ
ー

ム
の
統
一
的
な
見
方
と
、
生
命
を
別
個
の
断
片
の
込
み
入
っ
た

機
械
と
み
な
す
世
俗
的
な
見
方
は
、
明
ら
か
に
相
反
し
て
い
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
観
は
、
人
間
に
与
え
ら
れ
た
道
徳
的
・
精

神
的
な
力
を
涵
養
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
人
間
の
精
神
性
の

深
化
は
、
決
然
と
し
て
勇
気
の
あ
る
、
ま
た
正
義
感
に
あ
ふ
れ

た
慈
悲
深
い
人
格
の
発
展
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
使
命
の
成
功
の
た
め
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
全
的

に
実
行
さ
れ
う
る
環
境
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

経
済
次
元
の
位
置

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
す
べ
て
を
包
含
す
る
生
き
方
と
し
て
、
人

間
存
在
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
規
定
す
る
。
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、

神
、
人
類
、
神
に
対
す
る
人
間
の
関
係
、
宇
宙
に
お
け
る
人
間

の
位
置
と
役
割
、
人
間
の
人
間
に
対
す
る
関
係
な
ど
、
相
互
に

関
連
す
る
概
念
の
網
の
目
に
基
礎
を
置
く
秩
序
を
探
求
す
る
。

　

経
済
的
な
次
元
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
社
会
の
中
で
特
別
な
位
置

を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
全
体
の
安
定
性
は
人

間
の
物
質
的
な
満
足
と
精
神
的
な
満
足
の
両
方
に
か
か
っ
て
い

る
と
信
じ
て
い
る
。
非
イ
ス
ラ
ー
ム
シ
ス
テ
ム
の
物
質
的
支
配

と
は
反
対
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
両
者
を
人
間
の
す
べ
て
の
行
動

と
要
求
を
結
ぶ
形
で
統
合
さ
れ
た
も
の
と
見
な
す
。

　

人
間
存
在
の
こ
の
両
面
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
関
心
は
、

ム
ス
リ
ム
た
ち
を
禁
欲
主
義
か
ら
遠
ざ
け
る
。
ム
ス
リ
ム
た
ち

は
、
彼
ら
の
経
済
的
な
探
求
に
お
い
て
、
活
動
的
、
創
造
的
そ

し
て
生
産
的
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
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い
て
は
、
敬
虔
と
生
産
性
の
間
に
積
極
的
な
相
関
関
係
が
存
在

す
る
。
こ
の
地
上
の
生
活
で
の
積
極
的
な
社
会
的
相
互
作
用
を

明
快
に
認
め
る
見
方
は
、
人
間
に
明
確
な
社
会
経
済
的
な
義
務

を
与
え
、
そ
の
実
行
は
人
間
の
精
神
性
を
決
定
づ
け
る
。
事
実
、

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
人
間
の
物
質
的
要
求
を
精
神
的
な
関
心
の
優

位
の
も
と
に
隷
属
さ
せ
る
よ
り
も
、
物
質
的
な
追
求
を
精
神
性

と
融
合
さ
せ
る
こ
と
を
好
ん
で
き
たき
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
社
会
秩
序
の
基
本
原
理
は
正
義
の
確
立
で
あ

る
、
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
は
じ
ま
り
か
ら
絶
え
間
な
く
繰
り
返
し

語
ら
れ
て
き
た
。
経
済
に
お
け
る
正
義
は
、
多
く
の
目
標
の
達

成
を
意
味
し
て
い
る
。
絶
対
的
貧
困
の
根
絶
は
、
最
優
先
課
題

の
一
つ
で
あ
る
。
ど
の
個
人
も
、
自
身
と
自
身
に
頼
る
者
た
ち

の
必
要
を
満
た
す
仕
事
に
参
加
し
貢
献
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
経
済
的
な
機
会
は
、
す
べ
て
の
個
人
が
参
加
で
き
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
が
創
造
的
で
想
像
力
を
発

揮
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
社
会
も
集
団
と
し

て
支
え
と
な
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
経
済
的
な
正
義
は
、
個

人
の
富
を
よ
り
多
く
の
経
済
活
動
を
作
り
出
す
循
環
へ
と
送
り

出
さ
れ
る
べ
き
所
有
と
見
な
す
。
経
済
の
機
会
と
経
済
活
動
の

創
出
は
、
個
人
が
社
会
に
貢
献
す
る
手
段
を
提
供
す
る
と
き
、

道
徳
的
な
行
為
と
な
り
、
社
会
正
義
に
か
な
っ
た
も
の
と
な
る
。

秩
序
あ
る
社
会
は
、
手
段

─
こ
こ
で
は
富

─
が
社
会
全
体

の
善
に
対
す
る
正
し
き
視
座
に
よ
っ
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
き

実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

経
済
的
正
義
と
は
ま
た
、
経
済
的
潜
在
力
が
い
か
な
る
と
き

に
も
可
能
な
限
り
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
。
ア
ッ
ラ
ー

に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
も
の
が
人
間
の
た
め
に
十
分
に
創
造
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
人
間
に
は
精
神
的
な
発
展
と
両
立
す
る

経
済
の
改
善
を
継
続
し
て
探
求
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
ひ

と
た
び
一
人
の
人
間
の
経
済
的
必
要
が
満
た
さ
れ
改
善
さ
れ
た

な
ら
ば
、
そ
の
人
間
性
は
、
創
造
的
、
知
的
、
道
徳
的
道
筋
に

不
可
避
的
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
人
間
は
物
質
的

な
満
足
を
身
体
的
燃
料
と
す
る
考
え
る
機
械
で
あ
る
か
ら
。

　

一
つ
の
国
の
中
で
利
用
で
き
る
経
済
資
源
は
、
有
効
に
組
織

立
て
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
経
済
は
、
利
用
で
き

る
資
源
を
、
特
定
の
国
の
優
先
事
項
や
経
済
的
現
実
に
合
わ
せ

て
、
ま
た
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
の
外
の
ウ
ン
マ
︻
訳
注
：
宗

教
に
立
脚
し
た
共
同
体
︼
の
危
急
の
必
要
に
応
じ
て
用
い
る
べ
き
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で
あ
る
。
利
用
で
き
る
資
源
の
浪
費
や
不
適
切
な
使
用
は
、
経

済
的
不
正
︵dzulm

︶
で
あ
る
。
同
様
に
、
資
源
に
つ
い
て
の
認

識
・
調
整
・
利
用
に
お
け
る
経
済
的
非
効
率
も
、
経
済
的
不
正

に
加
担
す
る
も
の
と
な
ろ
う
。

　

経
済
的
正
義
は
、
個
人
の
決
定
が
主
導
権
を
持
つ
と
考
え
ら

れ
る
環
境
の
中
で
確
保
さ
れ
る
。
宗
教
的
原
理
に
導
か
れ
た
経

済
的
努
力
に
参
加
・
決
定
す
る
自
由
は
、
経
済
的
正
義
に
と
っ

て
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
倫
理
と
経
済
活
動

の
統
合
は
、
個
人
の
自
由
と
調
和
す
る
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
卓
絶

し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
で
あ
る
。︵
集
団
的
権
威
と
し
て
の
︶
政
府

は
、
一
般
的
な
指
針
を
示
し
、
不
健
全
な
実
践
を
規
制
し
て
、

社
会
の
必
要
に
応
じ
た
自
由
な
経
済
発
展
を
可
能
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
政
府
の
参
加
は
、
相
補
的
生
産
へ
の
要
求
が
高

い
地
域
で
期
待
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
は
、
生
活
の
経
済
的
・
物
質
的
側
面
を

大
い
に
強
調
し
て
い
る
。
富
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
慈
善

︵khayr

︶、
神
の
寛
大
さ
︵fadl A

llah

︶、
神
か
ら
与
え
ら
れ
る
日
々

の
糧
︵rizq

︶
な
ど
、
積
極
的
な
意
味
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
し
ば
し
ば
人
間
に
対
す
る
最
も
明
白
な
神
の
恵
み
と
考

え
ら
れ
る
。
富
の
生
産
と
創
出
に
従
事
す
る
ム
ス
リ
ム
は
、
事

実
、
ア
ッ
ラ
ー
崇
拝
す
な
わ
ち
イ
バ
ー
ダ
と
い
う
根
本
的
な
行

ぎ
ょ
う

に
従
事
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

シ
ャ
ー
・
ワ
リ
ー
ウ
ッ
ラ
ー
は
、
社
会
的
・
政
治
的
秩
序
に

お
け
る
経
済
の
諸
要
因
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
るく
。
彼
は
、

経
済
的
正
義
が
社
会
的
・
政
治
的
秩
序
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ

る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
の
偉
大
な
学
者
が
、
人
間
と
地
上
に

お
け
る
人
間
の
経
験
を
経
済
的
な
問
題
や
衝
動
の
み
か
ら
分
析

し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

彼
は
す
べ
て
の
価
値
を
人
間
の
道
徳
的
・
精
神
的
必
要
に
従
属

さ
せ
、
経
済
的
要
因
に
、
人
間
の
諸
問
題
に
お
け
る
適
切
な
場

所
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
経
済
的
正
義
の
実
現
と
、

個
人
間
の
経
済
的
協
働
が
生
ま
れ
る
環
境
の
創
出
を
目
指
す
。

存
在
を
俗
な
る
も
の
と
聖
な
る
も
の
と
に
区
別
す
る
こ
と
を
拒

む
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
す
べ
て
の
人
間
の
努
力

と
活
動
を
、
精
神
的
か
つ
理
性
的
な
吟
味
に
晒
す
。
個
人
と
集

団
の
経
済
活
動
に
お
け
る
精
神
性
の
深
化
と
道
徳
性
の
涵
養
は
、

経
済
的
な
正
義
と
協
働
を
確
実
に
促
進
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ア
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プ
ロ
ー
チ
が
経
済
活
動
に
も
た
ら
す
最
終
的
な
結
果
は
、
経
済

の
効
率
性
・
生
産
性
・
成
長
・
安
定
性
に
永
続
的
な
貢
献
を
生

み
出
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

イ
ス
ラ
ー
ム
モ
デ
ル
の
理
論
的
枠
組
み

　

経
済
の
組
織
化
の
た
め
の
理
論
的
枠
組
み
を
規
定
す
る
多
く

の
原
理
が
、
聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
。
経
済
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
哲
学
的
・
倫
理
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
は
、
シ
ス
テ
ム
を
組
織
立
て
運
営
し
て
い
く
た
め
の
世

界
観
・
指
針
・
精
神
を
与
え
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
観
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
ア
ッ
ラ
ー
と

人
間
の
関
係
︵al-taw

hid

︻
訳
注
：
タ
ウ
ヒ
ー
ド
。
神
が
唯
一
で
あ
る

と
信
じ
、
そ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
︼︶
で
あ
る
。
人
間
自
身
の
仲
間

で
あ
る
人
間
や
自
然
に
対
す
る
人
間
の
関
係
は
、
ア
ッ
ラ
ー
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
価
値
観
と
調
和
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
タ
ウ
ヒ
ー
ド
は
、
す
べ
て
の
信
者
を
結
び
つ
け
て
、

ア
ッ
ラ
ー
の
意
思
に
委
ね
ら
れ
る
一
つ
の
統
合
さ
れ
た
有
機
体

に
す
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
、
生
に
お
い

て
も
死
に
お
い
て
も
ア
ッ
ラ
ー
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
割
り
当

て
ら
れ
た
目
的
を
実
現
す
る
。
す
べ
て
の
被
造
物
は
相
互
に
依

存
し
て
お
り
、
創
造
の
全
体
は
、
部
分
と
部
分
の
間
に
存
在
す

る
完
全
な
調
和
に
よ
っ
て
進
む
。
聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
に
お
い

て
、
ア
ッ
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
、﹁
本
当
に
わ
れ
は
凡
て
の
事
物

を
，
き
ち
ん
と
計
っ
て
創
造
し
た
﹂︵
ク
ル
ア
ー
ン
54
：
49
、
日
本

ム
ス
リ
ム
協
会
訳
︶。

　

倫
理
的
な
文
脈
で
は
、
タ
ウ
ヒ
ー
ド
は
、
人
間
存
在
の
精
神

的
な
面
と
世
俗
的
な
面
の
統
合
に
あ
た
る
。
倫
理
は
タ
ウ
ヒ
ー

ド
の
核
心
で
あ
る
。
聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
は
繰
り
返
し
次
の
句

を
用
い
て
い
る
。﹁
信
仰
し
て
善
行
に
勤
し
む
者
た
ち
﹂︵
ク
ル

ア
ー
ン
２
：
25
日
本
ム
ス
リ
ム
協
会
訳
︶。

　

こ
の
二
つ
の
属
性
の
う
ち
、
前
者
は
明
ら
か
に
後
者
に
と
っ

て
不
可
欠
の
前
提
で
あ
り
、
し
か
し
同
等
に
前
者
は
後
者
な
く

し
て
は
無
意
味
な
も
の
と
な
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
経
済
の
問
題
を
、
法
に
よ
る
よ
り
も
、
道
徳
的
な
教
え
を

通
し
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
。

　

タ
ウ
ヒ
ー
ド
は
、
た
ん
に
目
標
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
経
済

に
と
っ
て
大
き
な
妥
当
性
を
持
つ
動
的
な
過
程
へ
と
導
く
。
ま

た
タ
ウ
ヒ
ー
ド
は
、
こ
の
章
の
は
じ
め
で
論
じ
た
よ
う
に
、
ア
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ッ
ラ
ー
の
意
思
を
体
現
す
る
正
し
く
公
平
な
経
済
秩
序
の
創
出

を
も
た
ら
す
。
ア
ッ
ラ
ー
は
全
能
の
創
造
者
と
し
て
、
創
造
の

階
層
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
適
切
な
位
置
を
知
っ
て
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
を
適
切
な
状
況
下
に
お
くけ
。
正
義
と
は
、
被
造
物
の

あ
る
者
た
ち
に
必
然
的
に
＂
懲
罰
＂
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
、
創
造
に
お
け
る
人
間
に
与
え
ら
れ
た
中
心
的
位

置
が
、
人
間
に
、
あ
る
仕
方
で
宇
宙
の
均
衡
や
人
間
の
規
範
的

状
態
を
覆
す
こ
と
を
許
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
結
果
で
あ
るこ
。

　

聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
は
多
く
の
節
の
中
で
、
ア
ッ
ラ
ー
と
世

界
の
間
に
神
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
均
衡
を
変
化
さ
せ
る
自
由
意

志
と
力
が
、
人
間
だ
け
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
現
代
の
世
界
が
経
験

し
て
い
る
自
然
と
社
会
の
均
衡
の
崩
壊
は
、
す
な
わ
ち
人
間
と

ア
ッ
ラ
ー
の
間
の
均
衡
の
崩
壊
で
あ
る
。
事
実
、
人
間
が
そ
の

た
め
に
創
造
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
信
頼
︵
ク
ル
ア
ー
ン
２
：
30
︶
を

担
う
こ
と
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
、
人
間
と
し
て
の

責
任
を
放
棄
し
、
獣
性
の
中
に
堕
ち
た
。
ア
ッ
ラ
ー
と
の
平
和

の
無
い
世
界
の
平
和
な
ど
根
拠
の
な
い
概
念
で
あ
る
。

　

経
済
シ
ス
テ
ム
へ
の
タ
ウ
ヒ
ー
ド
の
原
理
の
適
用
は
、
人
間

を
経
済
運
営
の
中
心
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム

の
視
点
で
は
、
人
間
は
、
自
然
を
社
会
の
必
要
と
自
身
の
た
め

に
利
用
す
る
過
程
に
お
い
て
、
自
然
を
そ
れ
な
し
に
は
倫
理
的

な
功
績
も
過
失
も
不
可
能
と
な
る
不
可
欠
な
材
料
と
み
な
し
て

い
る
と
見
るさ。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
人
間
の
目
的
の
た
め
に
、
現

代
の
技
術
が
行
っ
て
い
る
よ
う
な
自
然
の
濫
用
を
人
間
に
許
し

て
い
な
い
し
、
資
源
を
汚
染
し
た
り
減
少
さ
せ
た
り
す
る
こ
と

も
許
し
て
い
な
い
。
人
間
に
よ
る
自
然
の
利
用
は
責
任
あ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
責
任
と
は
、
自
然
を
わ
ず
か
で
も

破
壊
し
た
り
劣
化
さ
せ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、

神
の
目
的
の
実
現
や
人
間
に
よ
る
最
も
高
い
道
徳
的
価
値
の
実

行
に
資
す
る
こ
と
の
な
い
仕
方
で
自
然
を
利
用
し
な
い
こ
と
で

あ
るし
。
こ
れ
は
、
将
来
世
代
が
用
い
る
も
の
を
減
ら
し
て
は
な

ら
な
い
こ
と
も
意
味
す
る
。
自
然
の
破
壊
は
、
創
造
全
体
の
総

合
的
な
目
的
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
神
と
人
間
の
関
係
・
道
徳
性
・
社
会
正
義

に
も
と
づ
く
社
会
を
築
く
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

神
的
な
価
値
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
原
理
は
、
本
来
的
に
包
括
的

か
つ
多
面
的
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
時
と
場
所
の
経
済
シ
ス
テ
ム
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に
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
諸
価
値
の
実
行
は
、

経
済
的
正
義
を
確
か
な
も
の
と
し
、
究
極
的
に
は
経
済
単
位
間

の
そ
れ
ぞ
れ
の
努
力
の
協
働
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
。
聖
な
る

ク
ル
ア
ー
ン
に
見
ら
れ
る
＂lita ’arafu

＂︻
訳
注
：
知
人
の
た
め
に
︼

﹁
善
行
を
為
す
と
き
に
は
互
い
に
協
働
せ
よ
﹂、
あ
る
い
は
＂al-

m
a ’aruf

＂︻
訳
注
：
友
誼
／
親
睦
︼
は
、
ひ
と
た
び
経
済
的
正
義
が

達
成
さ
れ
れ
ば
、
実
践
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

社
会
秩
序
に
お
け
る
経
済
活
動
の
体
系
化
に
対
す
る
イ
ス

ラ
ー
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
個
人
や
集
団
の
経
済
的
前
進
の
機

会
を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
前
進
を
悲
惨
な
人
間

の
分
裂
や
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
維
持
す
る
。
イ
ス
ラ
ー

ム
の
多
面
的
で
時
間
を
超
越
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
多
く
の
社

会
問
題
を
生
み
出
す
よ
う
な
、
人
間
の
能
力
や
必
要
の
一
面
的

な
促
進
を
防
ぐ
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
人
類
が
全
体
と
し
て
前
進

す
べ
き
こ
と
を
教
え
、
広
め
る
の
で
あ
る
。

目 

標

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
目
的
志
向
で
あ
る
。
個
人
と
集
団
の
レ
ベ

ル
で
の
経
済
活
動
の
組
織
化
を
導
く
原
理
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の

社
会
秩
序
の
総
合
的
な
諸
目
的
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
特
定
の

経
済
目
標
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
。
こ
れ
ら
の
諸
目
標
は

次
の
よ
う
に
大
ま
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

①
ど
の
個
人
に
も
経
済
活
動
に
参
加
す
る
十
分
で
等
し
い
機
会

を
創
出
し
供
給
す
る
こ
と

　

個
人
の
経
済
活
動
へ
の
参
加
は
、
宗
教
的
・
社
会
的
責
任
の

一
つ
で
あ
る
。
個
人
は
す
く
な
く
と
も
自
身
の
生
活
を
支
え
、

自
身
を
頼
る
者
た
ち
の
必
要
を
満
た
す
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い

る
。
個
人
は
、
創
造
的
で
自
律
的
な
動
機
を
持
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
同
時
に
ム
ス
リ
ム
は
、
可
能
な
限
り
も
っ
と
も
す
ば

ら
し
い
や
り
方
で
自
分
の
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

効
率
的
で
生
産
的
で
あ
る
こ
と
は
、
有
徳
の
行
為
で
あ
る
。
す

べ
て
の
創
造
は
人
間
だ
け
の
た
め
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
天
然
資

源
の
宗
教
的
責
任
に
適
っ
た
利
用
能
力
は
ム
ス
リ
ム
た
ち
に
強

く
求
め
ら
れ
る
。

　

集
団
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
シ
ス
テ
ム
は
、
す
べ
て
の
個
人

に
十
分
で
等
し
い
参
加
の
機
会
を
創
出
し
供
給
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
参
加
の
精
神
は
、
調
和
的
で
協
働
的
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
誤
っ
た
実
践
は
縮
小
さ
れ
て
、
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究
極
的
に
は
取
り
除
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
ス
ラ
ー
ム

は
、
経
済
的
協
働
が
成
功
の
鍵
で
あ
る
と
信
じ
る
。
効
率
の
良

さ
と
経
済
的
前
進
は
、
す
べ
て
の
個
人
が
調
和
の
も
と
に
働
く

こ
と
が
で
き
る
環
境
に
お
い
て
こ
そ
達
成
さ
れ
維
持
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
シ
ス
テ
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
経
済
事
業
が
そ

の
精
神
を
考
慮
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
シ
ス

テ
ム
の
中
の
経
済
活
動
を
規
制
す
る
あ
ら
ゆ
る
仕
組
み
に
も
当

て
は
ま
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
す
べ
て
の
個
人
を
経
済
生

活
の
中
で
活
動
す
る
よ
う
に
励
ま
し
、
そ
こ
か
ら
脱
落
す
る
こ

と
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

　

採
用
さ
れ
る
技
術
の
類
も
、
こ
の
目
標
に
一
致
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
の
発
展
は
、
経
済
機
会
の
創
出
を
妨
げ

る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
技
術
は
、
経
済
の
卓
越
と
前

進
の
た
め
の
一
つ
の
手
段
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
人
間
の
参
加

と
創
造
性
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
り
、
ま
た
そ
れ
ら
を
阻
害
し
た

り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

②
絶
対
的
貧
困
を
根
絶
し
、
社
会
の
中
の
す
べ
て
の
個
人
の
基

本
的
必
要
を
満
た
す
こ
と

　

貧
困
は
、
経
済
的
な
病
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
精
神

性
に
も
影
響
す
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
貧
困
と
の
戦
い
を
優
先

す
る
。
貧
困
を
取
り
除
く
た
め
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
、
す
べ
て
の
有
能
な
個
人
を
経
済
活
動
に
活
発
に
参
加
す
る

よ
う
に
動
機
づ
け
手
助
け
す
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
れ
も
が
自
分

の
自
発
性
を
通
し
て
成
功
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
関
係
す
る

個
人
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
機
会
が
探
求
さ
れ
る
と
き
、
社
会
と

公
的
機
関
は
援
助
す
る
だ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
問
題
を
短

期
的
な
、
た
と
え
ば
金
銭
を
貧
し
い
人
に
手
渡
す
よ
う
な
手
段

で
解
決
す
る
こ
と
は
奨
励
し
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、
個
人
が
積

極
的
に
経
済
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を
通
し
て
自
立
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
説
く
。
短
期
的
な
手
段
は
能
力
を
奪
わ
れ
て
い
る

人
た
ち
に
は
適
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
障
が
い
を
も
つ
人
た
ち

も
働
く
よ
う
に
励
ま
さ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
働
く
こ
と
を

イ
バ
ー
ダ
ー
ト
︵
神
へ
の
奉
仕
︶
の
一
部
と
み
な
し
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
的
経
済
シ
ス
テ
ム
の
中
の
社
会
や
権
威
に
は
、

す
べ
て
の
個
人
の
基
本
的
必
要
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す

る
責
任
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
求
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
、
経

済
の
生
産
性
と
効
率
性
は
達
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
全
人
口

の
基
本
的
必
要
を
満
た
す
こ
と
は
、
持
続
的
な
経
済
の
安
定
と
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成
長
の
不
可
欠
な
前
提
な
の
で
あ
る
。

③
経
済
の
安
定
と
成
長
を
維
持
し
、
経
済
的
な
福
利
を
向
上
さ

せ
る
こ
と

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
人
間
の
経
済
的
立
場
を
静
的
な
も
の
と
は

見
な
さ
な
い
。
ア
ッ
ラ
ー
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
、
人
間
が
使

用
す
る
た
め
に
十
分
に
創
造
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
保
証
し
て
い

る
。
人
間
の
経
済
的
な
福
利
を
改
善
す
る
と
い
う
考
え
は
、
宗

教
的
な
命
題
で
あ
る
。
人
間
の
努
力
に
つ
い
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム

の
企
図
に
は
、
精
神
的
な
側
面
と
物
質
的
な
側
面
の
統
合
が
あ

る
ゆ
え
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
よ
っ
て
熱
望
さ
れ
る
経
済
の
前
進

は
人
間
の
精
神
的
改
善
に
も
貢
献
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
枠
組
み
に
お
け
る
経
済
の
安
定
は
、
十
分
な
雇

用
と
価
格
の
安
定
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
目
標
は
両
方
と
も
、

経
済
的
正
義
の
領
域
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
目
標
の
達
成

は
経
済
成
長
に
有
意
義
に
貢
献
し
、
究
極
的
に
は
経
済
的
福
利

を
向
上
さ
せ
る
だ
ろ
う
。

自
然
と
制
度
整
備

　

経
済
的
正
義
と
協
働
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
経
済
学
の
精
神
で
あ

り
、
タ
ウ
ヒ
ー
ド
の
命
じ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
ゆ
え
に
、
必
要

と
さ
れ
る
制
度
整
備
の
形
は
、
こ
の
精
神
を
現
実
に
移
し
か
え

て
い
く
方
向
に
働
き
、
さ
ら
に
は
ど
の
地
域
や
時
代
の
必
要
に

も
応
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
制
度
整
備
に
は
、
い
く
つ
か
の
要
素
が
貢
献
し

う
る
。
そ
れ
ら
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　

①
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
そ
の
は
じ
め
か
ら
経
済
運
営
に
お
け
る

政
府
の
位
置
を
認
め
て
い
た
。
組
織
立
っ
た
社
会
に
お
い
て
は
、

経
済
を
監
督
・
調
整
し
て
進
む
べ
き
方
向
を
示
す
権
威
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
に
は
、
不
変
の
基
礎
を
持
つ
シ

ャ
リ
ー
ア
に
定
め
ら
れ
て
い
る
通
り
に
、
一
定
の
支
出
を
試
み

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
行
政
機
能
・
法
と
秩
序
・

防
衛
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
普
及
な
ど
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
政
府

に
自
前
の
収
入
を
生
み
出
し
て
経
済
に
影
響
を
与
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
求
め
る
。

　

さ
ら
に
、
現
在
の
よ
り
複
雑
な
経
済
環
境
に
お
い
て
は
、
あ

る
一
定
の
公
共
の
必
要
は
、
経
済
活
動
の
順
調
な
進
展
を
確
実

に
す
る
仕
事
に
政
府
が
参
加
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
こ

の
原
理
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
か
ら
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
、
特
定
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の
時
と
場
所
の
必
要
に
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
貨
の

供
給
と
配
分
の
金
融
運
営
や
公
共
財
の
生
産
へ
の
参
加
の
ほ
か
、

数
多
く
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

②
私
的
な
部
門
は
、
社
会
の
経
済
活
動
の
中
で
、
も
っ
と
も

強
い
自
発
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
個
人
の
自
発

性
と
創
造
性
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
企
図
す
る
経
済
組
織
の
中
で

高
く
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
諸
個
人
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
の
要
求
す

る
範
囲
内
で
、
自
身
が
選
択
す
る
経
済
活
動
に
つ
い
て
所
有
し
、

決
定
す
る
こ
と
を
恒
久
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
経
済
へ
の
個

人
の
参
加
に
つ
い
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
経
済

シ
ス
テ
ム
の
中
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
宗
教
的
価
値
観
の
う
ち
に
、

個
人
の
意
思
と
意
欲
を
通
し
て
生
み
出
さ
れ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム

は
、
人
間
本
性
が
自
身
の
進
路
を
描
け
る
よ
う
に
導
く
特
別
な

権
利
と
能
力
を
重
ん
じ
る
ゆ
え
に
、
強
制
さ
れ
る
法
的
手
段
は

最
小
限
の
も
の
と
な
る
。
私
的
部
門
と
向
き
合
う
政
府
の
役
割

は
、
個
人
が
そ
の
時
の
社
会
全
体
に
利
益
を
も
た
ら
す
活
動
が

で
き
る
よ
う
に
個
人
の
所
有
権
を
保
護
し
、
経
済
全
体
に
つ
い

て
の
全
般
的
な
指
導
と
情
報
を
供
給
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

基
本
的
に
政
府
の
参
加
は
、
私
的
部
門
の
自
発
性
を
補
完
す
る

も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
経
済
活
動
の

た
め
の
個
人
の
戦
略
を
大
幅
に
許
し
て
い
る
。

　

③
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
国
際
通
商
の
重
要
性
を
認
識
し
て
い
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
い
か
な
る
貿
易
障
壁
も
原
則
と
し
て
反
対

さ
れ
て
い
る
し
、
今
後
も
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
貿
易

障
壁
が
必
要
な
場
合
も
、
過
去
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
相
互
的
協

定
の
形
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
領
域
で
は
宗
教
的

な
神
聖
さ
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
開
放
性
は
選
択
肢
と
な
ら
な

い
。
貿
易
の
あ
り
方
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
経
済
的
帝
国
主
義
は
終

焉
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
全
人
類
の
た
め
の
普
遍
的
宗
教
で

あ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な
経
済
が
そ
の
他
の
人

類
に
示
す
よ
う
な
あ
り
方
へ
と
、
国
際
間
の
通
商
も
直
接
至
る

こ
と
が
で
き
る
と
の
確
信
を
抱
い
て
い
る
。

政
策
の
策
定

─
シ
ス
テ
ム
の
運
用
化

　

政
府
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
経
済
政
策
は
経
済
の
進
展
に
影

響
力
を
持
つ
。
実
行
さ
れ
る
べ
き
政
策
は
、
シ
ス
テ
ム
の
タ
ウ

ヒ
ー
ド
の
精
神
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
精
神
を

政
策
に
反
映
さ
せ
れ
ば
、
経
済
の
前
進
に
資
す
る
環
境
を
さ
ら
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に
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
シ
ッ
デ
ィ
ー
キ
ー
は
、
政

策
策
定
が
必
要
な
領
域
へ
の
政
府
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
関
す
る
研

究
に
有
意
義
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
彼
は
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の

機
能
を
大
ま
か
に
三
つ
の
範
疇
に
分
け
て
い
るす
。

①
不
変
の
基
礎
を
も
つ
シ
ャ
リ
ー
ア
に
よ
っ
て
割
り
当
て
ら
れ

た
機
能

　

こ
の
範
疇
は
、
聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
に
よ
っ

て
直
接
的
に
も
間
接
的
に
も
特
定
さ
れ
る
機
能
で
あ
り
、
法
学

者
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
は
人
間
の
恒
常
的

な
状
況
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
条
件
に
よ
っ
て
変
わ

る
も
の
で
は
な
い
。
明
白
な
例
は
、
ザ
カ
ー
ト
︻
訳
注
：
喜
捨
。

一
年
を
通
じ
て
所
有
さ
れ
た
財
産
に
対
し
て
一
定
率
の
支
払
い
が
課
さ

れ
る
宗
教
的
義
務
行
為
︼
で
あ
る
。

②
現
在
の
状
況
の
た
め
の
独
立
し
た
推
論
（ijtihad

）
に
も
と
づ

く
シ
ャ
リ
ー
ア
に
由
来
す
る
機
能

　

こ
の
範
疇
は
、
私
た
ち
の
時
代
の
社
会
経
済
状
況
を
考
慮
し

な
が
ら
シ
ャ
リ
ー
ア
の
諸
目
的
を
実
現
す
る
必
要
が
生
じ
た
と

き
の
機
能
で
あ
る
。
類
比
的
な
推
論
︵qiyas

︶、
あ
る
い
は
公
益

︵m
asalih

︶
に
も
と
づ
く
議
論
に
よ
っ
て
、
聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン

と
ハ
デ
ィ
ー
ス
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
明
白
な
例

は
、
環
境
の
保
護
で
あ
る
。

③
ど
の
よ
う
な
時
代
や
地
域
で
も
、
協
議
（shura

）
の
過
程
を

通
し
て
人
々
に
よ
っ
て
政
府
に
割
り
当
て
ら
れ
る
機
能

　

こ
の
範
疇
は
、
ど
の
時
代
や
地
域
に
暮
ら
す
人
々
で
あ
っ
て

も
、
公
益
に
も
っ
と
も
資
す
る
も
の
は
何
か
と
い
う
基
準
に
も

と
づ
い
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
公
的
権
威
に
割
り
当
て
た
い

と
願
う
よ
う
な
機
能
を
含
む
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
政
策
策
定
に
関
す
る
指
針
は
、
経
済
問
題
へ
の
政

府
の
参
加
に
明
確
な
方
向
性
を
与
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、
政
府
の
政
策
が
実
際
的
で
動
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す

る
。
第
一
の
機
能
は
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
の
す
べ
て
の
社
会
の
基

礎
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
社
会
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
そ
し
て
第
三
の
機
能
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
経
済
運
営
に
お
け
る
政
府
と
私
的
部
門
の
密

接
な
関
係
を
ど
れ
ほ
ど
強
調
し
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。

　

イ
ス
ラ
ー
ム
は
、ア
ッ
ラ
ー
に
対
す
る
人
間
の
関
係
︵
タ
ウ
ヒ
ー

ド
︶
が
、
経
済
を
含
む
文
明
の
す
べ
て
の
側
面
に
お
い
て
人
類
に
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価
値
観
と
基
準
を
も
た
ら
す
と
信
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、

達
成
さ
れ
る
べ
き
諸
目
標
や
社
会
的
制
度
や
組
織
そ
し
て
政
策

が
、
導
入
さ
れ
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
哲
学
的
・
倫
理
的
な
基
盤
に
も
と
づ
い
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
代
の
ム
ス
リ
ム
学
者
へ
の
挑
戦
は
大
き

い
。
彼
ら
は
、
聖
な
る
ク
ル
ア
ー
ン
と
ハ
デ
ィ
ー
ス
の
学
を
修

め
る
だ
け
で
な
く
今
日
の
経
済
問
題
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
よ
う
な
や
り
方
を
通
し
て
の
み
、
我
々
の
現
実
の

環
境
に
即
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
を
前
提
と
す
る
経
済
の
原
理
が
形

成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

結
び

　

経
済
シ
ス
テ
ム
の
体
系
化
に
つ
い
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
的
世
界

観
は
、こ
れ
ま
で
も
、ま
た
今
も
、
人
類
文
明
全
体
へ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
で
あ
る
。
現
代
の
複
雑
な
経
済
に
取
り
組
む
こ
と
に
は
実
際

的
な
価
値
が
あ
る
。
こ
こ
ま
で
訴
え
て
き
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ー

ム
モ
デ
ル
の
理
論
的
枠
組
み
は
人
間
の
本
性
を
反
映
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
経
済
的
な
問
題
を
人
間
の
必
要
の
全
体
か
ら
切
り
離

さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
を
拒
み
、
そ
れ
ら
を
適
切
な
視

座
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
訴
え
る
。
倫
理
と
経
済
そ
し
て

個
人
の
責
任
と
集
団
の
責
任
に
対
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
聖
と
俗

と
を
統
一
し
た
多
面
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
動
的
か
つ
進
歩
的

で
あ
り
、
強
い
妥
当
性
を
持
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

タ
ウ
ヒ
ー
ド
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
シ
ス
テ
ム
を
導
く
精
神
を

詳
し
く
説
い
て
い
る
。
経
済
的
正
義
と
協
働
は
、
あ
ら
ゆ
る
人

間
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
確
実
で
し
か
も
持
続
的
な
成
功
の
た
め

の
不
可
欠
な
前
提
と
し
て
働
く
基
礎
な
の
で
あ
る
。
神
の
命
令

に
由
来
す
る
経
済
的
正
義
と
協
働
は
、
あ
い
ま
い
な
観
念
で
は

な
い
。
そ
れ
ら
は
、
い
か
な
る
時
期
や
時
代
に
お
い
て
も
妥
当

す
る
は
っ
き
り
し
た
明
々
白
々
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー

ム
は
、
シ
ス
テ
ム
を
築
き
上
げ
る
た
め
の
た
ん
な
る
理
論
的
・

道
徳
的
な
指
針
を
提
示
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
実
行

す
る
た
め
の
十
分
な
方
法
論
も
提
示
す
る
。
預
言
者
︵
彼
に
平
和

あ
れ
︶
は
、
人
間
の
道
徳
教
育
を
た
い
へ
ん
に
重
ん
じ
て
い
た
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
、
目
的
の
正
当
性
と
同
様
に

手
段
の
正
当
性
を
強
調
す
る
。
そ
の
明
確
な
倫
理
的
考
察
の
基

盤
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
的
社
会
秩
序
の
枠
組
み
全
体
の
中
に
お
い

て
こ
そ
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
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イ
ス
ラ
ー
ム
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の
関
心
が
刷
新
さ
れ
る
な
ら

ば
、
人
類
の
福
祉
に
つ
い
て
の
世
俗
的
な
考
え
方
に
つ
い
て
誠

実
に
思
索
し
、
究
極
的
に
は
そ
れ
を
変
え
よ
う
と
す
る
真
剣
で

批
判
的
な
思
考
を
持
つ
知
性
た
ち
に
、
現
代
に
お
け
る
大
き
な

機
会
が
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
、
創
造
者
ア
ッ
ラ
ー
と
の

関
係
な
し
に
正
し
く
生
き
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
関
係

の
断
絶
は
、
人
間
に
災
害
を
も
た
ら
す
。
過
去
の
文
明
が
証
明

し
た
よ
う
に
、
現
代
の
人
間
も
ま
た
こ
の
真
実
を
証
明
す
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ー
ム
的
社
会
秩
序
は
、

人
類
に
と
っ
て
絶
対
に
必
須
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
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