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序
　
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム

　
　
―
―「
比
較
し
が
た
い
も
の
の
比
較
」
の
試
み 

伊
達
聖
伸

本
書
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
八
日
（
金
）
と
九
日
（
土
）
の
二
日
間
に
わ
た
っ
て
、
日
仏
会
館
・
フ
ラ
ン
ス
国
立
日
本
研
究
所

と
科
研
費
補
助
金
基
盤
Ａ （20H
00003

）
の
主
催
、
ま
た
公
益
財
団
法
人
・
日
仏
会
館
の
協
力
を
得
て
開
催
さ
れ
た
日
仏
同
時
通

訳
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
日
仏
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
と
政
治
的
・
社
会
的
価
値
観
」（L’ islam

 et les valeurs politiques et 

sociétales en France et au Japon

）
を
も
と
に
編
み
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
九
八
九
年
の
ス
カ
ー
フ
事
件
以
来
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
政
治
的
・
文
化
的
・
社
会
的
問
題
の
前
景
を
占
め
て
き

た
。
ム
ス
リ
ム
と
の
共
生
が
大
き
な
争
点
と
な
り
、
共
和
国
の
国
是
と
も
言
わ
れ
る
「
ラ
イ
シ
テ
」（laïcité

：
政
教
分
離
・
世
俗
主

義
・
非
宗
教
性
／
脱
宗
教
性
）
の
原
則
の
再
定
義
が
そ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
ラ
イ
シ
テ
の
意
味
は
研
究
と
議

論
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
複
雑
だ
が
、
あ
え
て
図
式
化
す
れ
ば
、
ム
ス
リ
ム
と
「
協
調
的
な
ラ
イ
シ
テ
」
は
か
え
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の

イ
ス
ラ
ー
ム
化
を
も
た
ら
す
と
主
張
す
る
者
と
、
逆
に
フ
ラ
ン
ス
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
化
し
た
「
厳
格
な
ラ
イ
シ
テ
」
の
ほ
う

が
ム
ス
リ
ム
を
周
辺
化
し
過
激
化
を
も
た
ら
す
と
主
張
す
る
者
と
の
あ
い
だ
に
政
治
的
な
対
立
が
あ
る
と
言
え
る
。
二
〇
一
五
年
に
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パ
リ
で
二
回
起
き
た
襲
撃
事
件
、
ま
た
二
〇
二
〇
年
に
パ
リ
近
郊
で
起
き
た
中
学
教
員
斬
首
事
件
は
、
こ
う
し
た
議
論
の
対
立
に
拍

車
を
か
け
、
社
会
の
脅
威
を
め
ぐ
る
議
論
に
分
断
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
だ
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
問
題
と
は
ヴ
ェ
ー
ル
問
題
や
テ
ロ
事

件
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
も
誕
生
し
て
い
る
。
研
究
者
た
ち
は
お
よ
そ
五
百
万

人
と
言
わ
れ
る
ム
ス
リ
ム
の
日
常
生
活
に
も
関
心
を
抱
き
、
研
究
教
育
機
関
の
充
実
や
イ
マ
ー
ム
養
成
、
そ
し
て
ハ
ラ
ー
ル
市
場
な

ど
に
つ
い
て
も
研
究
を
進
め
て
い
る
。

一
方
、
日
本
在
住
の
ム
ス
リ
ム
は
約
二
十
万
人
程
度
と
推
計
さ
れ
て
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
と
比
較
す
る
と
非
常
に
数
が
少
な
い
。
単

純
比
較
で
、
日
本
の
人
口
は
フ
ラ
ン
ス
の
二
倍
近
く
を
抱
え
て
い
る
の
に
、
ム
ス
リ
ム
の
数
は
約
二
十
五
分
の
一
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
が
日
本
で
社
会
問
題
や
文
化
摩
擦
の
問
題
と
し
て
報
じ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
恒
常
的
な
メ
デ
ィ
ア
の
話
題

と
ま
で
は
言
え
な
い
。
そ
れ
で
も
日
本
の
ム
ス
リ
ム
た
ち
は
、
ま
す
ま
す
文
化
的
・
宗
教
的
に
多
様
化
す
る
社
会
の
な
か
で
、
一

定
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。
憲
法
で
信
教
の
自
由
と
政
教
分
離
を
定
め
て
い
る
点
で
は
、
日
本
も
「
ラ
イ
シ
テ
の
国
」
と
言
え
る
が
、

「
ラ
イ
シ
テ
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
普
段
の
社
会
生
活
の
な
か
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
普
遍
主
義
的
な
人
権
概
念
に

基
づ
い
て
宗
教
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
保
障
を
実
質
的
な
も
の
に
し
よ
う
と
努
力
す
る
者
は
、
日
本
に
も
お
そ
ら
く
い
る
が
必
ず
し
も

目
立
つ
存
在
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
日
本
は
多
神
教
の
国
だ
か
ら
宗
教
に
寛
容
で
一
神
教
が
伝
統
の
国
よ
り
も
多
様
な
宗
教
の
共
生

に
適
し
て
い
る
と
語
っ
て
満
足
す
る
者
が
少
な
く
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
日
本
型
の
不
寛
容
や
日
本
型
の
排
外

主
義
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
す
べ
く
も
な
く
、
そ
れ
は
イ
ス
ラ
モ
フ
ォ
ビ
ア
と
も
無
縁
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

フ
ラ
ン
ス
社
会
お
よ
び
日
本
社
会
に
お
い
て
、
ム
ス
リ
ム
と
は
誰
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
お
い
て
、
ム
ス

リ
ム
が
占
め
て
い
る
位
置
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ム
ス
リ
ム
に
は
ど
の
よ
う
な
視
線
が
注
が
れ
、
そ
こ
に
は
ど
の

よ
う
な
歴
史
的
な
前
提
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
イ
ス
ラ
ー
ム
問
題
を
前
に
し
て
、
日
仏
の
文
脈
が
あ
ま
り
に
異
な
っ
て
い
る
と
す
る

な
ら
ば
、
両
国
の
比
較
は
そ
も
そ
も
比
較
で
き
な
い
も
の
の
比
較
と
い
う
無
謀
な
企
て
と
言
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

共
通
の
課
題
は
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
さ
に
比
較
の
観
点
か
ら
新
た
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
言
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
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両
国
の
政
府
は
ど
の
よ
う
な
政
策
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
と
り
わ
け
、
ム
ス
リ
ム
と
の
共
生
を
実
現
す
る
た
め
に
、

両
国
の
人
び
と
は
ど
の
よ
う
な
解
決
策
を
思
い
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

本
書
の
出
発
点
と
な
っ
た
日
仏
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
こ
の
よ
う
な
一
連
の
問
い
に
応
答
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
企
画
さ

れ
た
。

フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
比
較
す
る
こ
と
は
可
能
か

宗
教
の
科
学
的
研
究
は
、
そ
も
そ
も
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
比
較
と
し
て
、
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
は

じ
ま
っ
た
。
世
界
宗
教
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
各
宗
教
の
教
義
の
特
徴
の
比
較
か
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ら
西
洋
、
儒
教
な
ら
中
国
、
イ

ス
ラ
ー
ム
な
ら
中
東
と
い
っ
た
文
明
論
的
な
比
較
が
強
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
外
部
に
あ
る
フ
ラ

ン
ス
や
日
本
の
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
は
、
世
界
宗
教
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
広
が
り
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
フ

ラ
ン
ス
や
日
本
の
政
教
関
係
や
宗
教
地
形
の
な
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
位
置
づ
け
る
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
の
か
で
、
お
の
ず
と
叙
述

の
形
式
が
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
前
者
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
ひ
と
つ
の
宗
教
な
い
し
文
明
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
に
お
け
る
展

開
と
い
う
観
点
か
ら
の
記
述
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
圏
の
外
部
に
暮
ら
す
多
く
の
非
ム
ス
リ
ム
に
し
て
み

れ
ば
、
後
者
の
観
点
か
ら
の
記
述
と
そ
の
認
識
が
広
く
共
有
さ
れ
て
議
論
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
も
、
負
け
ず
劣
ら
ず
重
要
で
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
の
比
較
は
意
味
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
科
学
的
な
比
較
と
い
う
の
は
、
変
数
が
複
数
あ
っ
て
は
う

ま
く
い
か
ず
、
他
の
条
件
を
同
じ
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
ひ
と
つ
の
側
面
の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
る
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ー
ム
と
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
で
は
、
歴
史
的
な
経
緯
も
、
社
会
的
な
状
況
も
、
政
治
的
な
政
策
も
、

人
び
と
の
向
き
合
い
方
も
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
比
較
し
よ
う
に
も
な
か
な
か
取
り
付
く
島
が
な
い
と
の
感
覚
に
し
ば

し
ば
襲
わ
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
人
文
社
会
系
の
分
野
に
お
け
る
比
較
と
は
し
ば
し
ば
そ
う
し
た
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
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フ
ラ
ン
ス
革
命
と
明
治
維
新
も
、
典
型
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
的
歴
史
観
を
当
て
は
め
て
そ
れ
で
よ
し
と
済
ま
せ
る
よ
う
な
態
度
を
取

る
な
ら
と
も
か
く
、
実
際
に
は
「
比
較
し
が
た
い
も
の
の
比
較
」
だ
が
、
そ
れ
で
も
そ
う
し
た
研
究
は
手
が
け
ら
れ
て
き
た
。
日
仏

会
館
で
も
、
明
治
維
新
百
五
十
周
年
に
あ
た
る
二
〇
一
八
年
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
明
治
維
新
を
考
え
る
―
―
明
治
維
新
と
フ
ラ
ン
ス

革
命
」
が
開
催
さ
れ
、
そ
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る）

1
（

。

ラ
イ
シ
テ
研
究
に
従
事
し
て
き
た
編
者
と
し
て
は
、
自
分
の
専
門
領
域
に
近
い
テ
ー
マ
で
こ
の
よ
う
な
日
仏
比
較
を
す
る
機
会
が

持
て
た
ら
と
常
々
念
じ
て
き
た
。
固
有
の
意
味
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
に
つ
い
て
は
、
私
は
門
外
漢
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
ラ

イ
シ
テ
研
究
の
文
脈
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
や
西
洋
の
イ
ス
ラ
ー
ム
は
カ
バ
ー
す
る
必
要
の
あ
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
う
し
た
領
域
を

専
門
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
研
究
者
と
そ
れ
な
り
の
議
論
を
す
る
に
は
、
こ
ち
ら
も
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
あ
る
程
度
知
っ
て

お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
折
、
二
〇
二
一
年
の
五
月
だ
っ
た
が
、
日
仏
会
館
・
フ
ラ
ン
ス
国
立
日
本
研
究
所
所
長
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ト
マ
ン
か

ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
日
仏
比
較
に
つ
い
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
し
な
い
か
と
相
談
を
持
ち
か
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
在
日
フ
ラ
ン

ス
大
使
館
も
こ
の
テ
ー
マ
に
は
興
味
を
持
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
ま
た
と
な
い
機
会
だ
と
思
っ
た
。
ト
マ
ン
が
、
ラ
イ
シ
テ
の
基

本
法
で
あ
る
一
九
〇
五
年
の
政
教
分
離
法
を
含
む
フ
ラ
ン
ス
第
三
共
和
政
の
歴
史
を
専
門
と
す
る
ジ
ャ
ン
゠
マ
リ
・
マ
イ
ユ
ー
ル
を

父
に
、
教
育
学
者
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
マ
イ
ユ
ー
ル
を
母
に
持
ち
、
ア
ラ
ブ
・
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
を
専
門
と
す
る
カ
ト
リ
ー
ヌ
・

マ
イ
ユ
ー
ル
゠
ジ
ャ
ウ
ア
ン
と
古
く
か
ら
の
友
人
だ
と
い
う
の
で
、
彼
女
を
主
軸
に
し
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
人
選
を
考
え
た
。
国
立

東
洋
言
語
文
化
学
院
（
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
）
で
進
行
中
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
関
す
る
新
し
い
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
作
成
と
運
営
に
関
与
し

た
ジ
ャ
ン
゠
ジ
ャ
ッ
ク
・
テ
ィ
ボ
ン
の
名
前
が
そ
の
流
れ
で
浮
上
し
て
き
た
。
一
方
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
事
象
を

と
ら
え
る
に
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
固
有
の
専
門
家
だ
け
で
な
く
、
ラ
イ
シ
テ
の
文
脈
に
お
い
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
と
思

い
、
ラ
イ
シ
テ
の
専
門
家
ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
・
ズ
ュ
ベ
ー
ル
に
そ
の
よ
う
な
発
題
を
依
頼
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ

い
て
は
、
昨
今
は
テ
ロ
事
件
と
そ
の
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
し
、
聴
衆
の
関
心
も
高
い
だ
ろ
う
と
考
え
、
思
い
切
っ
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て
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
の
オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ロ
ワ
に
参
加
を
お
願
い
し
て
快
諾
を
い
た
だ
い
た
。
他
方
、
テ
ロ
の
よ
う
な
一
部
の
過
激
な
イ

ス
ラ
ー
ム
と
フ
ラ
ン
ス
社
会
と
の
軋
轢
だ
け
で
な
く
、
葛
藤
の
な
か
で
生
成
し
つ
つ
あ
る
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
も
紹

介
し
た
い
と
考
え
、
ラ
シ
ッ
ド
・
バ
ン
ジ
ー
ヌ
を
お
誘
い
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
で
暮
ら
す
ム
ス
リ
ム
の
日
常
生
活
も
取
り
あ
げ
た
い
と

考
え
た
。
ど
こ
に
焦
点
を
当
て
る
か
は
思
案
し
た
が
、
食
を
め
ぐ
る
問
題
が
興
味
深
い
の
で
は
と
考
え
、
ハ
ラ
ー
ル
に
つ
い
て
研
究

し
て
き
た
フ
ロ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ジ
ョ
゠
ブ
ラ
ク
レ
に
声
を
か
け
た）

2
（

。

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
対
応
す
る
登
壇
者
を
日
本
側
か
ら
も
と
思
い
、
基
調
講
演
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
マ
イ
ユ
ー
ル
゠
ジ
ャ

ウ
ア
ン
に
は
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
を
長
く
牽
引
し
て
き
た
店
田
廣
文
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
を
歴
史
的
・
社
会
的

に
位
置
付
け
る
ズ
ュ
ベ
ー
ル
の
発
表
に
は
趣
旨
を
踏
ま
え
て
同
様
の
こ
と
を
日
本
の
文
脈
に
お
い
て
展
開
し
て
く
れ
る
は
ず
と
期
待

を
込
め
て
樋
口
直
人
を
当
て
た
。
過
激
化
に
つ
い
て
語
る
ロ
ワ
に
対
し
て
は
『
宗
教
と
過
激
思
想
』（
中
公
新
書
）
の
著
者
で
あ
る

藤
原
聖
子
、
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
語
る
バ
ン
ジ
ー
ヌ
に
は
イ
ギ
リ
ス
や
マ
レ
ー
シ
ア
を
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
つ
つ
日
本

人
改
宗
者
ム
ス
リ
ム
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
い
る
安
達
智
史
に
応
答
を
依
頼
し
た
。
テ
ィ
ボ
ン
の
発
表
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
と
教
育
に

つ
い
て
研
究
し
て
き
た
見
原
礼
子
、
ベ
ル
ジ
ョ
゠
ブ
ラ
ク
レ
の
ハ
ラ
ー
ル
に
関
し
て
は
『
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
』（
朝
日
選
書
）
で

「
日
本
に
お
け
る
ハ
ラ
ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
実
態
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
小
村
明
子
が
適
任
だ
と
考
え
た
。
い
ず
れ
の
方
々
も
快

く
発
表
を
お
引
き
受
け
く
だ
さ
っ
た
。

当
初
は
六
人
の
フ
ラ
ン
ス
人
研
究
者
全
員
を
日
本
に
招
聘
し
て
日
仏
会
館
で
の
対
面
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
す
る
計
画
だ
っ
た
が
、
ま

だ
コ
ロ
ナ
が
続
い
て
い
た
た
め
に
渡
航
の
ハ
ー
ド
ル
が
著
し
く
高
く
、
結
局
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と
な
っ
た
。

日
本
と
フ
ラ
ン
ス
の
時
差
を
考
慮
し
て
、
一
日
目
は
日
本
時
間
で
夕
方
か
ら
、
二
日
目
は
午
後
か
ら
の
開
催
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

初
日
当
日
は
た
ま
た
ま
安
倍
晋
三
元
首
相
銃
撃
殺
害
事
件
が
起
き
た
日
で
、
在
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
館
も
慌
た
だ
し
か
っ
た
よ
う
だ
が
、

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
先
立
ち
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
セ
ト
ン
駐
日
フ
ラ
ン
ス
大
使
か
ら
挨
拶
を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
―
―
ラ
イ

シ
テ
は
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
共
生
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
が
、
セ
ク
ト
的
逸
脱
も
見
ら
れ
、
そ
れ
に
ど
う
対
処
す
る
か
が
重
要
な
問
題



16

に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
日
本
に
置
か
れ
た
ム
ス
リ
ム
の
文
脈
は
異
な
る
が
、
そ
れ
で
も
日
仏
の
比
較
検
討
は
実
り
あ
る
企
て
で

あ
る
―
―
。
そ
う
い
っ
た
内
容
で
あ
っ
た
。

対
面
開
催
で
あ
れ
ば
各
自
の
発
表
時
間
と
し
て
三
十
分
を
考
え
て
い
た
が
、
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
二
十
分
が
妥
当
だ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
、
登
壇
者
に
は
内
容
を
切
り
詰
め
て
発
表
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
登
壇
者
間
で
の
コ
メ
ン
ト
や
質
疑
の
時
間
、
ま

た
フ
ロ
ア
と
の
質
疑
応
答
の
時
間
も
十
分
に
取
れ
た
と
は
言
い
が
た
い
。
私
自
身
は
三
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
う
ち
二
つ
の
司
会
を
担

当
し
た
が
、
上
手
に
議
論
を
噛
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
は
あ
ま
り
自
信
が
な
い
。
そ
れ
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
発
表

者
も
日
本
側
の
発
表
者
も
、
自
分
の
発
言
が
比
較
の
視
線
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
た
と
思
う
。

本
書
の
構
成

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
論
集
に
ま
と
め
る
こ
と
は
、
少
し
時
間
を
設
け
て
当
日
の
様
子
を
振
り
返
り
、
改
め
て
テ
ク
ス
ト
化
を

試
み
る
過
程
で
も
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
切
り
詰
め
た
発
表
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
大
幅
な
加
筆
訂
正
を
し
て
く

だ
さ
っ
た
方
も
い
る
。
ラ
シ
ッ
ド
・
バ
ン
ジ
ー
ヌ
か
ら
は
原
稿
を
い
た
だ
け
な
か
っ
た
代
わ
り
に
、
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ

い
て
は
同
じ
く
こ
の
テ
ー
マ
を
長
年
追
究
し
て
き
た
ア
ブ
デ
ヌ
ー
ル
・
ビ
ダ
ー
ル
に
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
を
説
明
し
て
理
解
し
て

も
ら
い
、
テ
ク
ス
ト
を
寄
稿
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
一
つ
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
司
会
を
務
め
た
増

田
一
夫
が
、
全
体
を
見
渡
し
て
日
本
の
読
者
に
必
要
と
思
わ
れ
る
内
容
の
章
を
書
き
下
ろ
し
た
。
そ
こ
で
本
書
は
、
も
と
も
と
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
構
成
を
尊
重
し
て
あ
る
程
度
は
踏
襲
し
つ
つ
も
、
若
干
配
列
や
配
置
を
組
み
替
え
る
形
で
編
ま
れ
て
い
る
。

第
一
部
「
フ
ラ
ン
ス
の
文
脈
と
日
本
の
文
脈
」
は
、
二
つ
の
社
会
の
異
な
る
文
脈
を
概
説
的
に
提
示
す
る
と
と
も
に
、
本
質
的
な

相
違
点
や
注
意
す
べ
き
点
を
明
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
比
較
し
が
た
い
も
の
の
比
較
」
の
た
め
に
、
異
な
る
水
位
を
調

整
す
る
手
続
き
と
言
っ
て
も
よ
い
。
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増
田
一
夫
の
論
文
は
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
問
題
の
背
景
を
概
観
す
る
も
の
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の

フ
ラ
ン
ス
側
の
発
表
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
宗
教
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
あ
り
方
を
や
や
自
明
の
前
提
と
し
て
い
た
と
こ

ろ
が
あ
る
が
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
社
会
が
い
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
は
、
植
民
地
支
配
の
構
造
が
現
在
に

至
る
ま
で
「
移
民
」
と
し
て
の
ム
ス
リ
ム
を
規
定
す
る
力
と
し
て
強
く
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
抜
き
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
実
際
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
経
済
発
展
を
支
え
た
「
移
民
」
が
、
冷
戦
体
制
の
崩
壊
前
後
か
ら
次
第
に
「
ム

ス
リ
ム
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
イ
ス
ラ
ー
ム
問
題
」
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯

が
あ
る
。
そ
も
そ
も
日
本
に
お
け
る
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
は
、
固
有
の
意
味
で
の
宗
教
研
究
と
い
う
よ
り
も
、
社
会

学
や
移
民
研
究
の
文
脈
で
は
じ
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
宗
教
問
題
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
理
解
す
る
に
も
、
移
民
史
の
観
点
か

ら
光
を
当
て
る
導
入
は
欠
か
せ
な
い
。

ま
た
、
中
長
期
的
な
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
の
な
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
を
位
置
づ
け
る
作
業
も
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ヴ
ァ
レ
ン
テ

ィ
ー
ヌ
・
ズ
ュ
ベ
ー
ル
の
論
文
は
、
ま
さ
に
そ
の
課
題
に
取
り
組
む
も
の
で
あ
る
。
西
洋
の
ラ
イ
シ
テ
の
起
源
を
、
十
七
、
十
八
世

紀
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
一
方
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
宗
教
を
平
等
に
取
り
扱
う
こ
と
が
難
し
い
こ
と
、
ム
ス
リ
ム
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

平
等
な
権
利
を
十
分
に
享
受
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ズ
ュ
ベ
ー
ル
は
、
第
三
共
和
政
に
お
い
て
実
現

さ
れ
た
ラ
イ
シ
テ
と
、
現
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
支
配
的
な
ラ
イ
シ
テ
の
あ
り
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。

そ
し
て
、
現
状
の
ラ
イ
シ
テ
に
対
し
て
批
判
的
な
眼
差
し
を
注
い
で
い
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
位
置
は
、
植
民
地
支
配
と
移
民
の
歴
史
の
文
脈
と
ラ
イ
シ
テ
の
歴
史
の
文
脈
か
ら
あ
る
程
度

説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
日
本
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
位
置
が
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
的
・
社
会
的
状
況
と
は
異
な
る
た
め
、
比
較
の

軸
の
設
定
自
体
が
難
し
い
。
樋
口
直
人
の
論
文
は
、
そ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
ン
グ
な
課
題
に
応
じ
る
も
の
で
、
日
本
型
排
外
主
義
が
ポ
ス

ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
移
民
と
い
う
位
置
に
来
る
在
日
コ
リ
ア
ン
に
対
し
て
は
強
く
は
た
ら
く
の
に
対
し
、
在
日
ム
ス
リ
ム
は
多
文
化
共
生

に
お
け
る
肯
定
的
な
差
異
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る
ム
ス
リ
ム
と
在
日
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コ
リ
ア
ン
に
つ
い
て
の
個
別
的
研
究
は
こ
れ
ま
で
に
一
定
の
蓄
積
が
あ
る
が
、
樋
口
の
よ
う
に
両
者
を
関
連
づ
け
な
が
ら
明
確
な
テ

ー
ゼ
を
打
ち
出
し
て
み
る
と
い
う
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
仏
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
を
比
較
す
る
た
め
の
地
均
し
を
あ
る
程
度
行
な
っ
た
う
え
で
、
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に

つ
い
て
概
観
し
、
現
状
を
提
示
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
店
田
廣
文
の
論
文
は
、
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
長
く
研
究
を
続

け
て
き
た
第
一
人
者
と
し
て
こ
の
課
題
に
応
え
る
も
の
で
、
戦
前
戦
後
の
滞
日
ム
ス
リ
ム
の
状
況
と
活
動
を
要
領
よ
く
整
理
し
て
い

る
。
そ
の
う
え
で
、
日
本
人
ム
ス
リ
ム
に
は
「
組
織
化
さ
れ
て
い
な
い
ム
ス
リ
ム
」
が
多
い
と
い
う
議
論
を
展
開
し
、
現
代
日
本
社

会
に
お
け
る
日
本
人
ム
ス
リ
ム
の
孤
立
と
繋
が
り
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
そ
し
て
、
外
国
人
ム
ス
リ
ム
と
日
本
人
ム
ス
リ
ム
の
連

帯
の
な
か
か
ら
新
し
い
「
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
」
が
構
想
さ
れ
る
こ
と
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
。

第
二
部
「「
過
激
な
イ
ス
ラ
ー
ム
」
と
「
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
」
あ
る
い
は
改
宗
の
両
義
性
」
は
、
ム
ス
リ
ム
と
フ
ラ
ン
ス

社
会
と
の
軋
轢
か
ら
、
暴
力
を
と
も
な
う
反
体
制
的
あ
る
い
は
反
社
会
的
な
イ
ス
ラ
ー
ム
が
生
ま
れ
う
る
一
方
で
、
西
洋
の
理
念
的

価
値
観
と
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
念
的
価
値
観
を
融
合
す
る
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
も
生
ま
れ
う
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
一
見
対
極
的
な
現
実

に
改
宗
と
い
う
契
機
が
し
ば
し
ば
両
義
的
な
形
で
絡
ん
で
い
る
こ
と
に
注
目
し
つ
つ
、
日
本
で
そ
の
よ
う
な
相
当
す
る
も
の
は
何
か

を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

オ
リ
ヴ
ィ
エ
・
ロ
ワ
の
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
生
ま
れ
育
っ
た
過
激
派
に
よ
る
一
九
九
五
年
以
降
の
ホ
ー
ム
グ
ロ
ウ
ン
・
テ

ロ
リ
ズ
ム
の
特
徴
を
分
析
し
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
ワ
は
、
ジ
ル
・
ケ
ペ
ル
の
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
過
激
化
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
対
し
て

「
過
激
性
の
イ
ス
ラ
ー
ム
化
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
―
―
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ー
ム
そ
れ
自
体
が
過
激
化
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
の

暴
力
的
な
過
激
性
が
し
ば
し
ば
極
左
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
現
在
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
仮
面
を
身
に
つ
け
て
い
る

と
い
う
説
―
―
を
唱
え
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
過
激
派
の
約
二
五
％
が
改
宗
者
で
あ
る
と
指
摘
す
る
一
方

で
、
暴
力
的
な
過
激
派
は
宗
教
的
な
敬
虔
さ
か
ら
は
程
遠
い
と
述
べ
て
い
る
。

藤
原
聖
子
の
論
文
は
、
過
激
主
義
を
め
ぐ
る
ロ
ワ
の
議
論
へ
の
応
答
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
藤
原
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
外
か
ら
議
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論
を
眺
め
る
と
ケ
ペ
ル
と
ロ
ワ
の
論
争
は
あ
ま
り
生
産
的
に
は
見
え
な
い
と
言
い
、
二
人
の
主
張
の
両
方
を
カ
バ
ー
す
る
形
で
宗
教

的
過
激
思
想
を
と
ら
え
る
視
点
を
提
示
す
る
。
ま
た
、
そ
の
視
点
で
は
旧
統
一
教
会
の
多
額
の
献
金
や
霊
感
商
法
は
「
過
激
思
想
」

の
定
義
か
ら
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
（
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
活
動
は
肯
定
で
き
る
と
い
う
主
張
が
展
開
さ
れ
る
わ
け
で

は
も
ち
ろ
ん
な
い
）。
そ
の
う
え
で
、
日
本
で
は
オ
ウ
ム
真
理
教
事
件
以
降
は
宗
教
的
過
激
主
義
に
よ
る
テ
ロ
は
起
き
て
い
な
い
と

し
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
過
激
主
義
に
相
当
す
る
も
の
を
日
本
で
探
す
と
す
れ
ば
、「
危
険
」
な
の
は
「
宗
教
的
過

激
派
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
多
数
派
の
日
本
人
」
で
は
な
い
か
と
問
題
提
起
す
る
。

ア
ブ
デ
ヌ
ー
ル
・
ビ
ダ
ー
ル
の
論
文
は
、
平
等
な
宗
教
と
さ
れ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
に
も
、
聖
職
者
の
権
威
を
笠
に
着
て
、
法
の
宗
教

と
し
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
押
し
つ
け
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
言
い
、
そ
れ
に
抗
す
る
形
で
、
人
間
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
自
律
性
を

促
す
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
が
、
実
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
伝
統
の
核
心
部
分
に
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の

改
宗
者
に
つ
い
て
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
ム
ス
リ
ム
に
比
べ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
個
人
的
に
選
択
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
た
め
、

よ
り
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
自
律
性
に
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
に

厳
し
い
視
線
が
注
が
れ
て
い
る
た
め
改
宗
と
い
う
選
択
は
容
易
で
は
な
く
、
ま
た
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
自
律
性
の
探
求
に
向
か
う
改

宗
が
あ
る
一
方
で
、
厳
格
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
戒
律
に
絡
め
取
ら
れ
る
可
能
性
も
あ
る
と
そ
の
両
義
性
を
指
摘
す
る
。

安
達
智
史
の
論
文
は
、
理
性
を
通
じ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
範
を
柔
軟
に
解
釈
し
て
現
代
社
会
と
の
共
存
を
重
視
す
る
立
場
を
リ
ベ

ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
と
規
定
し
、
そ
れ
は
特
に
西
洋
の
若
い
世
代
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
で
は
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
が

語
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
い
こ
と
に
注
意
を
向
け
、
お
も
に
結
婚
に
よ
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
し
た
日
本
人
女
性
の
あ
り
方
を
リ
ベ

ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
を
探
究
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
西
洋
の
リ
ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
価
値
を
前
面
化
さ
せ
る
傾
向
が
強
い
の
に
対
し
、
日
本
に
お
け
る
リ

ベ
ラ
ル
な
イ
ス
ラ
ー
ム
の
特
徴
は
、
日
本
の
社
会
的
・
文
化
的
条
件
の
な
か
で
宗
教
的
実
践
が
行
な
え
る
よ
う
に
柔
軟
な
運
用
が
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と
の
見
通
し
を
示
し
て
い
る
。
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第
三
部
「
制
度
と
日
常
生
活
の
一
側
面
―
―
研
究
・
教
育
と
食
」
は
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
思
想
的
な
側
面
が
強
い
第
二
部
に
対

し
て
、
日
常
生
活
で
の
実
践
に
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
、
ま
た
制
度
に
関
係
し
て
く
る
も
の
を
集
め
た
。
最
初
の
三
本
は
、
イ
ス
ラ

ー
ム
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
研
究
教
育
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
内
容
の
も
の
で
あ
り
、
最
後
の
二
本
は
、
ハ
ラ
ー
ル
製
品

に
つ
い
て
の
日
仏
比
較
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
。

カ
ト
リ
ー
ヌ
・
マ
イ
ユ
ー
ル
゠
ジ
ャ
ウ
ア
ン
の
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
研
究
機
関
に
お
い
て
な
さ
れ
て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
研

究
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
が
必
ず
し
も
充
実
し
た
も
の
と
は
言
え
な
か
っ
た
こ
と
、

そ
う
し
た
な
か
で
研
究
者
が
奮
闘
し
て
き
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
ム
ス
リ
ム
に
関
す
る
研
究
は
、
政
治
学
・
社

会
学
の
分
野
で
は
そ
れ
な
り
の
活
況
を
呈
し
て
い
る
の
で
、
マ
イ
ユ
ー
ル
゠
ジ
ャ
ウ
ア
ン
の
議
論
は
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
彼
女
が
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
イ
ス
ラ
ー
ム
を
研
究
す
る
専
門
家
の
多
く
は
社
会
学
者
で
、
ア

ラ
ビ
ア
語
や
ペ
ル
シ
ア
語
や
ト
ル
コ
語
を
駆
使
し
て
ム
ス
リ
ム
移
民
の
出
身
国
の
状
況
を
詳
し
く
知
る
者
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

ジ
ャ
ン
゠
ジ
ャ
ッ
ク
・
テ
ィ
ボ
ン
と
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
キ
ア
ボ
ッ
テ
ィ
の
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
学
と
イ

ス
ラ
ー
ム
教
育
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
き
た
の
か
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
の
価
値
観
に

馴
染
ん
だ
イ
マ
ー
ム
の
養
成
が
課
題
と
な
っ
て
お
り
、
人
び
と
の
関
心
を
集
め
て
い
る
。
ラ
イ
シ
テ
体
制
の
も
と
で
私
的
な
宗
派
教

育
は
本
来
自
由
を
旨
と
す
る
も
の
だ
が
、
公
権
力
と
し
て
も
神
経
を
尖
ら
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
人
の
著
者
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
大
学
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
学
教
育
に
つ
い
て
、
か
な
り
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
紹
介
し
て
い
る
。
二
人
が
所
属
し
て
い

る
国
立
東
洋
言
語
文
化
学
院
（
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｌ
Ｃ
Ｏ
）
に
お
け
る
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
学
位
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

見
原
礼
子
の
論
文
は
、
フ
ラ
ン
ス
を
含
む
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
く
つ
か
の
国
（
特
に
オ
ラ
ン
ダ
）
と
日
本
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
学

校
を
比
較
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
と
フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
校
の
設
置
と
認
可
の
条
件
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
、
フ
ラ

ン
ス
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
学
校
経
営
の
条
件
が
必
ず
し
も
整
備
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。
五
百
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万
人
の
ム
ス
リ
ム
が
暮
ら
す
と
言
わ
れ
て
い
る
フ
ラ
ン
ス
で
認
可
さ
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
学
校
の
数
と
、
ム
ス
リ
ム
人
口
が
お
よ

そ
二
十
万
人
の
日
本
に
お
い
て
運
営
さ
れ
て
い
る
イ
ス
ラ
ー
ム
学
校
の
数
が
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
の
は
興
味
深
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
あ
れ
日
本
で
あ
れ
、
イ
ス
ラ
ー
ム
学
校
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
範
や
慣
習
を
尊
重
す
る
た
め
の
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
、
ま
た
イ
ス
ラ
ー
ム
の
価
値
を
学
ぶ
の
は
社
会
の
分
断
を
招
く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
く
、
社
会
と
の
相
互
作
用
を
通
じ

て
豊
か
な
統
合
を
も
た
ら
し
う
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

フ
ロ
ラ
ン
ス
・
ベ
ル
ジ
ョ
゠
ブ
ラ
ク
レ
の
論
文
は
、
ハ
ラ
ー
ル
市
場
の
登
場
と
拡
大
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ス
ラ
ー
ム
の
展
開

と
新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
動
向
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
描
き
出
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム

の
「
ハ
ラ
ー
ル
」
は
、
何
が
食
べ
ら
れ
何
が
食
べ
ら
れ
な
い
か
を
定
め
た
ユ
ダ
ヤ
教
の
食
物
規
定
「
カ
シ
ュ
ル
ー
ト
」
と
は
異
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ス
リ
ム
が
判
断
す
る
余
白
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
じ
ゅ
う
の
「
ム
ス
リ
ム
消
費
者
」
が
「
イ
ス
ラ
ー
ム

法
」
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
流
通
す
る
こ
と
は
、「
原
理
主
義
者
」
を
利
す
る
も
の
だ
と
ベ
ル
ジ
ョ
゠
ブ
ラ

ク
レ
は
論
じ
て
い
る
。
な
お
、
ベ
ル
ジ
ョ
゠
ブ
ラ
ク
レ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
主
義
の
展
開
に
つ
い
て
警
告
を
発

す
る
『
ム
ス
リ
ム
同
胞
団
の
思
想
と
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
す
る
調
査
』（Le frérism

e et ses réseaux, l’enquête

）
を
二
〇
二

三
年
一
月
に
刊
行
し
た
。
そ
の
内
容
に
関
し
て
著
者
は
学
術
的
な
観
点
か
ら
の
批
判
の
み
な
ら
ず
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
上
で
の

誹
謗
中
傷
に
も
さ
ら
さ
れ
、
死
の
脅
迫
ま
で
受
け
た
た
め
に
、
警
察
の
保
護
下
に
置
か
れ
る
事
態
に
至
っ
て
い
る
。

小
村
明
子
の
論
文
は
、
日
本
で
の
ハ
ラ
ー
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
の
特
徴
が
、
国
内
の
ム
ス
リ
ム
を
対
象
と
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
お

も
に
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
観
光
客
を
当
て
込
ん
で
注
目
さ
れ
、
発
展
し
て
き
た
点
に
あ
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と

に
と
も
な
う
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
も
生
じ
、
か
な
り
混
乱
し
た
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
た

め
に
外
国
人
観
光
客
を
当
て
に
し
て
い
た
ハ
ラ
ー
ル
・
レ
ス
ト
ラ
ン
は
苦
境
に
立
た
さ
れ
、
ハ
ラ
ー
ル
対
応
製
品
を
輸
出
し
よ
う
に

も
そ
こ
に
は
大
き
な
壁
が
あ
る
。
小
村
は
、
コ
ロ
ナ
が
収
束
す
れ
ば
ム
ス
リ
ム
観
光
客
の
足
も
戻
っ
て
く
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
際
に

は
以
前
の
混
乱
し
た
状
況
に
再
び
陥
る
こ
と
な
く
、
ハ
ラ
ー
ル
対
応
の
改
善
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
本
書
に
は
フ
ラ
ン
ス
と
日
本
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
を
妥
当
に
比
較
す
る
た
め
に
必
要
と
思
わ
れ
る
論
考
や
各

論
的
な
テ
ー
マ
に
関
す
る
論
考
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
編
者
と
し
て
は
、
多
様
な
テ
ー
マ
を
カ
バ
ー
し
つ
つ
、
そ
れ
な
り
の
求
心
性

を
備
え
た
論
集
に
仕
あ
が
っ
て
い
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
が
、
扱
う
べ
き
テ
ー
マ
は
他
に
も
多
い
と
感
じ
て
い
る
。「
比
較
し
が
た
い

も
の
の
比
較
」
に
一
定
の
貢
献
が
で
き
て
い
れ
ば
と
思
う
が
、
そ
れ
は
こ
の
先
の
研
究
に
お
い
て
さ
ら
に
深
め
ら
れ
て
い
く
べ
き
も

の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
本
論
集
が
研
究
者
に
と
っ
て
、
ま
た
一
般
読
者
に
と
っ
て
、
ひ
と
つ
の
道
標
に
な
っ
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

末
筆
な
が
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
テ
ー
マ
と
す
る
日
仏
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
い
う
野
心
的
な
企
画
を
持
ち
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
ベ
ル
ナ

ー
ル
・
ト
マ
ン
氏
、
ま
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
お
よ
び
論
集
に
快
く
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
登
壇
者
お
よ
び
寄
稿
者
の
方
々
に
改
め
て
お

礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。
本
書
刊
行
の
意
義
を
認
め
て
編
集
に
当
た
っ
て
く
だ
さ
っ
た
水
声
社
の
井
戸
亮
氏
と
板
垣
賢
太
氏
に
も
感
謝

し
て
い
る
。
そ
し
て
本
書
が
、
水
声
社
の
「
日
仏
会
館
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
」 « B

ibliothèque de la M
aison franco-japonaise » 

の
シ
リ

ー
ズ
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
、
編
者
と
し
て
嬉
し
く
思
っ
て
い
る
。

﹇
註
﹈

（
1
） 

三
浦
信
孝
・
福
井
憲
彦
編
『
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
明
治
維
新
』
白
水
社
、
二
〇
一
八
年
。

（
2
） 

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
準
備
の
過
程
で
、
フ
ラ
ン
ス
側
の
人
選
を
決
め
て
い
く
の
と
並
行
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
研
究
状
況
を
ま

と
め
た
。
オ
ン
ラ
イ
ン
で
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
の
で
、
合
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
伊
達
聖
伸
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム

言
説
と
研
究
の
諸
相
―
―
政
治
・
社
会
・
思
想
・
日
常
生
活
」『
東
京
大
学
宗
教
学
年
報
』
三
九
号
、
二
〇
二
二
年
、
二
二
―
四
五
頁
。


