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マ
レ
ー

・
イ
ズ
う
」
ム
の
諸
相

・～

.マ
レ
ー
シ

ア
に
お

け
る
イ

ス
ラ
ー
ム

の
研
究

(
一
)
～

は

じ

め

に

'

一
、
実
践
と
解
釈

'
イ
.ス
ラ
ポ
ム
は
、
俗
に

「
モ
ロ
ッ
コ
か
ち
イ
ン
下
ネ
シ
ア
ま
で
」
と
言
わ
れ

る
広
大
な
地
域
に
約
六
億
の
人
口
を
持
ち
、
・観
念
上

(ウ
ン
マ
)
も
宗
教
的
実

践

〈
ラ
ヤ
リ
L
ア
〉
の
面
か
ら
も
、
文
字
通
り

「普
遍
.(世
界
)
宗
教
」
的
性

格
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
と
伺
時
に
、
各
地
域
に
根
付
い
た
イ
ス
ラ
ー
.

ム
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
歴
史
的
展
開
の
中
に
あ

っ
て
、
個
別

・
独
自
的
な

様
.相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
コ
こ
の
よ
う
な
イ
ス
ラ
ー
ム
が
持

つ

「普
遍
性
」
と

・「多
様
性
」
、

「同

一
性
」
と

「個
別
性
」、
を
、
㌧ど
ち
ら
か

「

一
方
の
極
に
留
ま
る
こ
と
な
べ
、
両
者
を

「同

一
の
枠
組
み
の
中
で
と
ち
え
る

た
め
の
知
的
作
業
」
「(巳
は
ハ
イ
ス
ラ
ー
ム
に
っ
い
て
の
人
類
学
的
研
究

の
課

題
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、、
よ
り
ひ
ろ
く
人
閥
科
学

一
般
の
中
心
的
な
課
題
と

も
な
る
も
の
で
あ
・る
。

-」,本
稿
の
目
的
は
、

マ
レ
ー
シ
ア

・
マ
レ
ー
社
会
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
具
体
的
事

例
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
A
普
遍
的
な
宗
教
が
(
個
人
に
よ

っ
て
ハ
あ
る
い

億
集
団
に
よ

っ
て
へ・
い
か
に
理
解
さ
れ
、・
実
践
さ
れ
て
い
る
か
、
・さ
ら
に
は
、

そ
の
理
解
と
実
践
に
対
し
て
、
、マ
レ
ー

(あ
る
、
は
マ
レ
ー
シ
ア
)
と
い
う
文

化
的
(
・政
治
駒
状
況
が
ど
の
よ
う
に
作

用
し
て
い
る
か
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ

と
・に
あ
る
。

.イ
ス
ラ
イ
ム
の
理
念
と
ム
ス
リ
ム
の
政
治
行
動
と
の
関
係
を
分
析
し
た
ク
ラ
.

イ
ブ
「.
ケ

ス
ラ
ヨ
は
、
「
イ
ス
ラ
ー
ム
の
社
会
政
治
的
理
論
と
ム
ス
リ
ム
の
実
籐

の
政
治
行
動
と
の
閤
に
は
密
接
な

つ
な
が
り
が
あ
り
、
社
会
理
論
を
自
ら
の
内

、
に
持

つ
と
い
う
点
菰
こ
そ
他
の
宗
激
に
比
七
た
イ
ス
ラ
コ
ム
の
特
殊
性
が
見
い

だ
せ
る
止
す
る
従
来
の
古
典
学
者
の
見
解
艇
た
い
し
て
、
イ

ス
ラ
」
ム
の
特
殊

性
億
、.本

来
ゼ
切
宗
教
に
で
も
見
ら
れ
る
ま
う
呶
宗
教
的
な
道
徳
性
と
社
会
的

な
経
験
と
の
緊
張
関
係
を
ハ
他
の
宗
教
に
此
し
て
強
調
し
た
形
で
示
し
た
と
い

う
点
起
求
め
て
い
ゐ
(2
↓。
「彼
に
よ
れ
ば
、
「一
般
北
イ
ス
ラ
ー
ム
の
社
会
理
論

と
さ
れ
て
い
る
も
の
は

「理
論
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
宗
教
が
求
め
る
非
利

.
己
的
な
動
…機
と
い
う
高
度
な
原
理
に
基
づ
い
て
各
人
が
行
動
し
た
と
き
に
の
み

達
成
惑
れ
る
よ
う
な
社
会
に
つ
い
て
の
ビ
ジ

ョ
ン
」
(過
な
の
で
あ
る
。

こ
の
道
徳
性
と
社
会
的
経
験
い
ビ
ジ

ョ
ン
と
現
実
と
の
距
離
は
、
イ
ス
ラ
ー

ム
の
あ
り
か
た
敖
に
必
然
的
、
不
可
避
的
に
備
わ

っ
売
も
0
で
あ
る
つ
三
眉
う
ま

で
も
な
《
へ
す

べ
て
の
ム
ス
リ
ム
に
億
(
聖
輿
ク
ル
ア
ー
ン
や
預
言
者
み

ハ
ツ

マ
ド
の
言
行

(
ス
ン
ナ
)
の
伝
承
録

(
ハ
デ

ィ
ー
ス
)
に
示
さ
れ
た
(
正
し
い

生
き
方

に
従
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
ゐ
。
そ
れ
は
単
な
る
儀
礼
掏
な
「祖
型
」

が
儀
礼
場
面

に
お
い
て
の
み
反
復
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
日
常
生
活
の
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全
般
に
わ
た
る
行
動
様
式
が
、
日
々
の
生
活
の
営
み
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
と

い
う
も
の
な
の
で
あ
る
(恩
。
し
た
が

っ
て
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、

理
想
的
な
ビ
ジ

ョ
ン
と
現
実
に
お
け
る
実
践
と
の
聞
に
は
永
久
に
埋
め
る
こ
と

の
出
来
な
い
断
絶
が
存
在
し
、
ム
ス
リ
ム
の
実
践
と
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
そ
の
断
絶
を
埋
め
よ
う
と
す
る
終
わ
り
の
な
い
試
み
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と

が
出
来
る
。
.」

.
具
体
的
、
個
別
的
な
文
脈
の
中
で
は
、
こ
れ
は
、

「よ
り
イ
ズ
ラ
ー
ム
的
」

で
あ
ろ
う
と
す
る
行
動
と
い
う
形
と
な

っ
て
現
れ
る
。
理
想
を
実
現
し
よ
う
と

す
る
個
人
の
内
面
的
な
宗
教
的
衝
動

に
加
え
て
、
イ
.ス
ラ
ー
ム
的
で
あ
る

こ
と

に
大
き
な
社
会
的
価
値
が
置
か
れ
る

こ
と
か
ら
く
る
外
部
か
ら
の
評
価
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
ム
ス
リ
ム
に

「よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
な
振
る
舞
い
を
さ
せ
る
の
で

あ
る
。・
以
下
で
は
、

マ
レ
ー
人
ム
ス
リ
ム
の
実
践
の
中
で
、
こ
れ
ら
の
点
を
さ

ら
に
具
体
的
に
検
討
す
る
(5
)。

マ
レ
i
人
は
例
外
な
く
す
べ
て
ム
ス
リ
ム
で
あ
る
。
こ
れ
は
宗
教
的
、
文
化

的
側
面
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
だ
け

で
は
な
く
、
法
律
的
に
明
確
に
規
定
さ
れ

た
事
実
で
あ
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
憲
法
は

マ
レ
ー
人
を
、
イ
ス
ラ
」
ム
を
信
仰
し
、

日
常
的
に
マ
レ
ー
語
を
用
い
、

マ
レ
ー
の
慣
習
に
従

っ
て
い
る
も
の
と
規
定
す

る
。逆
に
、人
種
的
に
マ
レ
ー
人
で
あ

つ
て
も
、
ム
ス
リ
ム
で
な
け
れ
ば

マ
レ
ー

人
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
例
は
ご
く
少
数
の
例
外
的
な

も
の
で
あ
り
、
マ
レ
ー
シ
ア
と
い
う
文
脈
の
中
で
は
、

マ
レ
O
人
、
す
な
わ
ち

ム
ス
リ
ム
と
断
定

で
き
る
。

信
仰
が
単

に
沁

の
吶
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
を
通
し
て
も
表
現
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
イ
ス
ラ
ー
ム
に
あ

っ
て
、
行
為

の
中
で
最
も
重
要
な
も

の
は
、
信
仰
告
白
、
礼
拝
、
断
食
、
喜
捨
、
巡
礼
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
五
行
で

あ
る
。
し
か
し
、
日
常
的
な
場
面
で
は
こ
れ
ら
の
行
為
は
あ
ま
り
に
当
然
す
ぎ

る
こ
と
で
あ
る
た
あ
、

つ
ま
り
は
誰
も
が
最
低
限
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
り
、
現
実
に
も
皆
行
な

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
逆
説
的
で
は
あ
る

が
、

こ
れ
ら
の
行
為
は
ム
ス
リ
ム
の
実
践
の
中

で
は
そ
れ
ほ
ど
の
重
要
性
を

持

っ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
間
で
重
要
な
の
は
む
し
ろ
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
行
為

を
ど
の
よ
う
に
行
な
ヶ
か
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ら
の
行
為
以
外
の
と
こ
ろ
で
い
か

に
イ
ス
ラ
ー
ム
的
で
あ
る
か
な
ど
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
で
い

う
と
こ
ろ
の
フ
ァ
ル
ド

ゥ
、(義
務
と
さ
れ
る
行
為
)
で
は
な
く
、

マ
ン
ド

ウ
ー

ブ

(義
務
で
は
な
い
が
望
ま
し
い
と
さ
れ
る
行
為
)

の
中
に
こ
そ
、
マ
レ
i

・

云
ス
リ
ム
に
と

っ
て
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
意
味
が
濳
ん
で
い
る
。

具
体
的
に
例
を
あ
げ
れ
ば
、
例
え
ば

一
日
五
回
の
礼
拝
で
あ
る
つ
こ
の
礼
拝

は
、
何
時
に
礼
拝
が
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
形
で
決
め
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
あ
る
時
刻
か
ら
次

の
礼
拝
の
時
間
に
入
る
時
刻
ま
で
の
間
で
、
礼

拝
を
済
ま
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る

(夜
明
け
の
礼
拝
は
少
し
異
な
る
)
。
例

え
ば
夕
方

の
礼
拝
ア
サ
ー
ル
は
、
普
通
午
後
4
時
半
ご
ろ

(日
に
よ

っ
て
正
確

な
時
刻
が
異
な
る
。

マ
レ
ー
人
は

一
年
分

の
そ
れ
ぞ
れ
の
礼
拝
時
刻
が
記
入
さ

れ
た
カ
レ
ン
ダ
ー
で
確
認
し
た
紅
、
あ
る
礼
拝

の
時
間
か
ら
次

の
礼
拝
の
時
間

に
移

っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
モ
ス
ク
や
礼
拝
所
か
ら
の
礼
拝
の
呼
び
掛
け

・
ア

ザ
ー
ン
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
)
か
ら
次

の
日
没
の
礼
拝
で
あ
る

マ

グ
リ
ブ
が
始
ま
る
時
刻
の
問
の
、
い
つ
行
な

っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

彼
ら
は
、
礼
拝
の
時
刻
に
は
い

っ
た
ら

「出
来
る
だ
け
早
く
」
礼
拝
す
る
こ
と

が
よ
い
と
解
釈
し
、
事
実
そ
の
よ
う
に
礼
拝
す
る
も
の
が

「イ
ス
ラ
ー
ム
的
」

一56一



で
あ
る
と
称
賛
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
新
た
な
礼
拝

の
時
間
に
入
る
た
び

に

「礼
拝
は
も
う
終
わ

っ
た
か
い
」
」と

い
う
言
葉
が
挨
拶
が
わ
り
に
用
い
ら
れ

・る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
し
礼
拝
を
時
間
内

に
行
な
わ
な
け
れ
ば
陰
に
陽
に
非
難
さ
れ
る
も
の
の
、
時
間
内

に
礼
拝
す
れ
ば

た
と
え
ぎ
り
ぎ
り
で
あ

っ
て
も
何
も
否
定
的
な
評
価
を
う
げ
な
い
と
い
う
点
で

あ
る
。
「よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
指
向
性
が
な
.い
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
と
が
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

礼
拝
を
行
う
場
所
に
も
、
微
妙
な
解
釈
が
付
け
加
わ
る
。
本
来
、

一
日
五
回

の
礼
拝
は
清
潔
な
場
所
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
行
な

っ
て
も
よ
い
の
で
あ
り
、
メ

ッ

カ
の
方
向
に
正
対
し
て
い
る
こ
と
の
み
が
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
れ
ば
問
題
は
な

い
。
し
か
し
現
実
に
は
、

一
人
で
礼
拝
す
る
よ
り
も
、
家
族
の
誰
か
が
イ

マ
ム

(礼
拝
主
導
者
)
と
な
り
、
皆
で
行
な
う
ほ
う
が
よ
り
よ
い
の
で
あ
り
、
き
ら

に
は
、
村

の
礼
拝
所
で
あ
る
マ
ド
ラ
ッ
サ
や
モ
ス
ク
に
出
掛
け
て
礼
拝
す
れ
ば
、

き

ら
に
よ
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
っ

礼
拝
を
行
な
う
さ
い
の
服
装
も
ま
た
同
様
で
、
本
来
は

(男
性
で
あ
れ
ば
)

へ
そ
か
ら
ひ
ざ
ま
で
お
お
い
か
く
す
清
潔
な
服
装
で
あ
れ
ば
礼
拝
可
能
と
さ
れ

て
い
る
も
の
が
、
礼

拝
時
に
は
、
通
常
ズ
ボ
ン
よ
り
も
サ
ロ
ン
が
好
ま
れ
、
し

か
も
上
半
身
あ
服
を
着
る
こ
と
が
暗
黙

の
内
に
要
求
さ
れ
、
男
性
が
頭
に
か
ぶ

る
か
ぶ
り
も
の
も
、
帽
子
タ
イ
プ
の
も

の
よ
り
も
風
呂
敷
大
の
布

(サ
ル
バ
ン

と
呼
ば
れ
る
)
を
幾
重
に
も
巻
き
付
け
る
方
が
、

「よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
日
常
の
礼
拝
以
外
に
、
成
人
男
子
は
毎
週
金
曜
日
の
午
後
、
ゾ

ホ
ー
ル
に
あ
た
る
礼
拝
を
モ
ス
ク
で
地
区
の
イ
マ
ム
主
導
の
も
と
行
な
う
こ
と

が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
毎
日
の
ゾ
ホ
ー
ル
礼
拝
は
4
ラ
カ
ア
ッ
ト

(
ラ
カ

ア
ッ
ト
と
は
礼
拝
の
さ
い
の
所
定
の
動
作
を
ひ
と
サ
イ
ク
ル
繰
り
返
す
こ
と
で
、

ゾ
ホ
ー
ル
の
礼
拝
で
は
4
サ
イ
ク
.ル
行
な
わ
れ
る
)
で
あ
る
が
、
金
曜
礼
拝
に

限
り
2
ラ
カ
ア
ッ
ト
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
2
ラ
カ
ア
ッ
ト
を
イ

マ
ム
や
他
の
ム
ス
リ
ム
と

一
緒
に
行
な
え
ば
そ
れ
で
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
多
く
の
も
の
は
モ
ス
グ
に
入

っ
た
時
に
ま
ず
2

ラ
カ
ア
ッ
ト
、
ゾ
ホ
ー
ル
の
前
に
2
ラ
カ
ア
ッ
ト
、
ゾ
ホ
ー
ル
の
2
ラ
カ
ア

ッ

ト

(義
務
の
部
分
)
の
、
計
6
ラ
カ
ア
ッ
ト
の
礼
拝
を
行
な

っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
し
か
も
そ
の
約
半
数
の
者
が
、
ゾ
ホ
L
ル
後
の
2
ラ
カ
ア

ッ
ト
の
礼
拝
も

行
な

っ
て
い
る
。
義
務
以
外
の
三
回
の
礼
拝
は
あ
く
ま
で
も
個
人
的
に

一
人

一

人
で
行
な
う
も
の
で
、
礼
拝
を
行
な
わ
な
い
か
ら
と
い

っ
て
と
が
め
ら
れ
渇
こ

と
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
特
に
村
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、
義
務

の
礼
拝
ぎ
り
ぎ
り
に
き
て
そ
の
部
分
の
礼
拝
し
か
し
な
い
も
の
よ
り
も
、
早
く

.
か
ち
モ
ス
ク
に
き
て
、
す
べ
て
の
自
発
的
な
礼
拝
を
行
な
う
も
の
の
ほ
う
が
、

イ
ス
ラ
ー
ム
に
対
す
る
信
仰
が

「強
い
」
と
評
さ
れ
る
の
で
あ
為
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
モ
ス
リ
ム
と
し
て
の
義
務
と

い
う

一
定
の
枠
の
内
部
で
の
微
細
な
複
雑
化
で
あ
り
、
差
異
化
で
あ
る
つ
礼
拝

用
の
服
装
が
決
ま

っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、

一
日
五
回
の
礼
拝
を
六
回
行
な
う

の
で
も
な
い
。
金
曜
日
の
ゾ
ホ
ー
ル
礼
拝
に
し
て
も
、
自
発
的
な
礼
拝
は
、
新

た
に
付
け
加
わ

っ
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
義
務
の
礼
拝
の
回
り
に
付

録
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
義
務
を
こ
な
す
か
否
か
と
い
う
と

い
う
点
で
信
仰
の

「強
弱
」
が
判
断
さ
れ
る
と
い
う
世
界
で
は
な
く
、
最
低
限

規

定
さ
れ
た
数
少
な
い
義
務
の
中
で
、
い
か
に
複
雑
に
、
厳
密
に
、
数
多
く
行
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な
う

か
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
宗
教
約

で
あ
る
か
否
か
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
な

世
界
で
あ
る
。

こ
れ
は
単
に
外
か
ら
の
判
断

の
問
題

に
止
ど
ま
ら
な
い
。

鹽行
為
の
実
践
者
に

と

っ
て
も
、

「よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
な
と
い
う
程
度
の
上
で
の
差
は
あ

っ
て

「

も
、
ム
ス
リ
ム
と
し

て
の

「必
要
十
分
な
」
行
為
と
い

っ
た
も

の
は
、
あ
る
意

味
で
は
存
在
t
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
理
想
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
現
実
の
経
験

.と
の
断
絶
を
埋
め
る
べ
く
、
絶
え
ず

「必
要
十
分
な
」
行
為
を
行
な
お
う
と
す

る
ム
ス
リ
ム
の
姿
な

の
で
あ
る
。

二
、
イ

ス
ラ
ー
ム
と
伝

統

マ
レ
ー
人
の
会
話

の
中
で
《

「
こ
れ
は
ア
ダ

ッ
ト
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
回

し
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ア
ダ

ッ
ト
と
は
従
来
慣
習
法
と
訳
さ
れ
、
宗
教

法
や
近
代
国
家
法
と
の
対
比
の
中
で
、
そ
れ
ら
の
間
の
関
連
性
が
論
じ
ら
れ
る

こ
と
が
多
か

っ
た
が
、
日
常
の
文
脈
の
中

で
は
、

「昔
か
ら
こ
う
や

っ
て
き
た

の
だ
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
ふ

「法
」
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ

「伝
統
」
あ
る
い
は

「習
慣
」
と
い
う
意
味

に
近
い
。

一
方
そ
れ
と
同
時
に
マ
レ
ー
人
が
イ

ス
ラ
ー
ム
を
語
る
、さ
い
に

「イ
ス
ラ
ー

・

ム
と
は
生
活
方
法
で
あ
る
」
と
い
う
言

い
方
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
周
知

の
通

り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
お
い
て
は
聖
俗
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
政
治
、
経

済
、
教
育
と
い
っ
た
も
の
か
ら
、
日
常
生
活
上
の
倫
理
や
作
法

に
至
る
す

べ
て

の
も
の
が
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
枠
組
み
の
中
に

一
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
の
到
来
以
前
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
や
ヒ
ン
ド
ゥ
i
的
な
文
化
伝
統
が

あ

っ
た
と
は
い
え
、
現
在
で
は
既
に
、
ほ
と
ん
ど

「生
活
方
法
」
そ
の
も
の
と

い
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は

マ
レ
i
人
の
中
で
血
脈
化
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
必
然
的
に

「昔
か
ら
の
慣
習
」
と

「生
活
方
法
」
、

つ
ま
り
ア

ダ

ッ
ト
と
イ
ス
ラ
ー
ム
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
現
時
点
で
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能

で
あ
り
、
か

つ
無
意
味
で
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
相
反
す
る
こ

と
が
見
て
取
れ
る
土
地
の
相
続
に
関
す
る
手
続
き
や
憑
霊
信
仰
と
い
っ
た
ご
く

.一
部
の
も
の
を
除
け
ば
、

マ
レ
ー
人
の
生
活
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
部
分
は
イ

ス
ラ
ー
ム
に
基
づ
い
て
実
践
さ
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
年
と

っ
た
親
の
面
倒
を
み
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
の
よ
う
に
、

イ
ス
ラ
ー
ム
の
教
え
な
の
か
イ
ス
ラ
ー
ム
と
は
無
縁
の
マ
レ
ー
の
価
値
観
か
ら

来
て
い
る
も
の
な
の
か
が
.わ
か
ら
な
い
よ
う
な
事
柄
ま
で
含
め
て
、

マ
レ
ー
人

に
と

っ
て
理
想
と
さ
れ
る

(実
行
の
可
不
可
は
別
に
し
て
そ
れ
を
行
な
う
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
)
こ
と
は
す
べ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
で
示
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
生
活
の
す
べ
て
が
等
し
く
均
質
に
イ
ス
ラ
ー
ム

的
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
礼
拝
を
行
な
う
と
い
う
こ
と
乏
親
の
面
倒

を
見
る
と
い
う
こ
と
の
間
に
は
、
究
極
的
に
は
そ
の
源
泉
は
イ

ス
ラ
ー
ム
の
教

え
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

「よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
で
あ
る

と
い
う
程
度
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
濃
淡
と
で
も
呼
べ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も

事
実
で
あ
る
。
勿
論
、
こ
の
濃

・
淡
は
イ

ス
ラ
ー
ム

・
ア
ダ

ッ
ト
と
い
う
形
で

明
確
に
区
別
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
上
に
も
述

べ
た
よ
う
に
イ

ス

ラ
ー
人
と
ア
ダ

ッ
ト
は
混
然

一
体
な
も
の
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
中
で
イ

ス

ラ
ー
ム
と
い
う
色
の
濃
淡
が
.見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
マ
レ
ー
人
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の
婚
姻
儀
礼
を
取
り
あ
げ
、
よ
り
具
体
的
に
こ
の
点
を
検
討
す
る
。
こ
の
婚
姻

儀
礼

の
手
続
き
そ
の
も

の
は
、」マ

レ
i
人

に
と

っ
て
は
「昔
か
ら
み
ん
な
が
や

っ

て
い
る
や
り
方
」
と
い
う
意
味
で
既
に
ア
ダ

ッ
ト
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
見
て
い

く
よ
う
に
、
そ
の
儀
礼
の
中
で

」「よ
り

イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
指

向
性
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
レ
ー
人
の
婚
姻
儀
礼
は
伝
統
的

に
、
ア
カ

・
ニ
カ

(欝

o
Ω
巳
訂

げ
畔
結

婚
の
誓
約
)
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
と
、
ブ

ル
サ
ン
デ

ィ
ン

(げ
Φ
瑟
塁

&
昌
σq
月
共

に
席
に
着
く
)
と
い
う
儀
礼
の
二
部
に
別
れ
て
い
る
。
ア
カ

・
ニ
カ
と
は
婚
姻

の
契
約
を
行
な
う
儀
礼
で
あ
り
、
ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
社

会
的
な
披
露
と
い
う
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
教
義
上
は
前
者
だ
け

・で
十
分
な
の
で
あ
る
が
、
通
常
は
こ
れ
ら
二

つ
の
儀
礼
が
執
り
行
な
わ
れ
、
ど

ち
ら
を
欠
く
こ
と
も
出
来
な
い
と
さ
れ
る
。

ク
ラ
ン
タ
ン
州
に
お
い
て
は
、
ア
カ

漕
ニ
カ
、
ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
共
に
普
通

新
婦
の
家
で
行
な
わ
れ
る
(6
)。
ア
カ

・
ニ
カ
に
限

っ
て
い
え
ぜ
本
来
は
ど
ち

ら
の
家
で
行
な

っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
新
婦
の
家
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
が

圧
倒
的
に
多
い
。
ア
カ

・
ニ
カ
の
主
役

は
新
郎
、
新
婦
の
父
親
そ
し
て
そ
の
宗

教
行
政
区
の

(新
婦
の
家
で
行
な
わ
れ

る
な
ら
ば
新
婦
の
家
が
属
す
る
宗
教
行

政
区
の
)
イ

マ
ム
で
あ
る
。
儀
礼
は
通
常
、
夜
の
九
時
ご
ろ
.
(
「イ
シ
ャ
ー
の

礼
拝
の
後
」
と
呼
ば
れ
る
)
に
新
郎

一
行
が
到
着
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
始
ま
る
。

新
婦
側
に
よ

っ
て
食
事
が
振
る
舞
わ
れ

た
後
、
イ
マ
ム
と
新
郎
、
そ
し
て
新
婦

の
父
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
傍
ら
を
新
郎

側
新
婦
側
そ
れ
ぞ
れ
二
人
の
証
人
(オ

ジ
の
場
合
が
多
い
)
、
さ
ら
に
両
者
の
男
性
親
族
、
さ
ら
に
そ
の
外
側

に
女
性

.一親
族
と
、
う
形
で

一
同
が
車
座
に
座
る
。
こ
の
ア
カ

・
ニ
カ
儀
礼
の
さ
い
に
は

新
婦
は
奥
の
部
屋
に
い
て
姿
を
現
さ
な
い
。

ま
ず
イ
マ
ム
と
新
郎
が
向
か
い
合
う
。
新
郎
側
か
ら
の
婚
資
(了
)が
示
さ
れ

た
の
ち
、
イ

マ
ム
か
ら
新
郎

ヘ
イ
ス
ラ
ム
に
関
す
る
基
本
的
な
事
柄

(五
行
六

信
の
内
容
な
ど
)
が
質
問
さ
れ
る
。
つ
ぎ
に
両
者
が
握
手
し
、
イ

マ
ム
は

「新

郎
だ
れ
そ
れ
が
新
婦
だ
れ
そ
れ
を

マ
ス

・
ガ
ー
ウ
ィ
ン
幾
ら
幾
ら
で
貰
う
」
と

三
度
繰
り
返
す
。
新
郎
は
か
ん
ば

つ
を
入
れ
ず
そ
れ
に
対
し
て

「自
分
は
だ
れ

そ
れ
を

マ
ス
・
カ
ー
ウ
ィ
ツ
幾
ら
幾
ら
で
貰
う
」
と
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼

の
答
え
が
十
分
で
あ
る
と
証
人
に
認
め
ら
れ
る
と
婚
姻
が
成
立
し
た
こ
と
に
な

る
。

(も
し
答
え
の
途
中
で
詰
ま

っ
た
り
す
れ
ば
何
度
で
も
出
来
る
ま
で
や
り

直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)
そ
の
後
、
イ

マ
ム
主
導
の
も
と
神

へ
の
祈
り
が

行
な
わ
れ
、
新
郎
、
新
婦
の
父
、
イ

マ
ム
、

「各
証
人
が
婚
姻
登
録
用
の
用
紙
に

署
名
し
、
す
べ
て
の
手
続
き
が
終
わ
る
。
簡
単
な
お
菓
子
が
振
る
舞
わ
れ
た
後
、

・新
郎
側
が
、
新
郎
も
含
め
て
帰
宅
し
、
こ
の
日
の
儀
礼
が
完
了
す
る
。

ア
カ

・
ニ
カ
の
翌
日
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も

一
週
間
以
内
に
プ
ル
サ
ン

デ
ィ
ン
と
呼
ば
れ
る
儀
礼
が
、
や
は
り
新
婦

の
家

で
行
な
わ
れ
る
。
午
後
に
、

あ
る
い
は
夜
、
新
郎

の

一
行
が
新
婦
の
家
を
、
今
度
は
も

っ
と
大
勢
の
人
数
を

伴

つ
て
訪
ね
る
の
で
あ
る
。
家
に
着
く
と
、

「新
郎
側

の
女
た
ち
が
ま
ず
家
の
中

に
入
り
、
次

に
新
郎
が
数
人

の
男
性
親
族
に
手
を
引
か
れ
て
家
に
入
る
。
こ
の

時
、
新
郎
は
土
足

の
ま
ま
で
靴
を
脱
ぐ
必
要
は
な
い
。
他
の
男
性
親
族
は
、
通

常
は
家

の
そ
ば
に
特
設
さ
れ
た
大
き
な
テ
ン
ト
の
中
で
、
新
婦
側

の
男
性
客
と

と
も
に
食
事
を
振
る
舞
わ
れ
る
。
新
郎
は
ま

っ
す
ぐ
に
新
婦
の
待

つ
寝
室
に
通

さ
れ
、
指
輪
の
交
換
や
記
念
写
真
の
撮
影
な
ど
が
、
新
婦
側
の
女
性
親
族
の
指

図

の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
。
食
事
が
終
わ
れ
ば
、
新
郎
側
の
親
族
は
す
べ
て
新
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.郎
を
残
し
て
帰
途
に
着
く
。
そ
し
て
そ

の
夜
新
郎
は
初
め
て
新
郎
と
し
て
新
婦

の
家
に
泊
ま
る
の
で
あ
る
。

新
郎
が
新
婦
の
家
で

一
週
間
を
す
ご
し
た
後
、
.新
郎
新
婦
と
新
婦
側
の
親
族

が
今
度
は
新
郎
の
実
家
を
訪
ね
、
や
や
小
規
模
の
祝
宴

(
ハ
ン
タ
ー
ル

・
ム
ナ

ン
ト

ゥ
ー1
文
字
通
り
に
は
義
理
の
息
子
を
送
る
)
が
行
な
わ
れ
、
こ
こ
で
初
め

て

一
連
の
婚
姻
に
関
す
る
す

べ
て
の
手
続
き
が
終
了
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
ひ
と
ま
ず
そ
れ
は
置
き
、
.新
婦
の
家
で
の
狭
い
意
味
で
の
婚
姻
儀
礼
を
イ

ス
ラ
ー
ム
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
て
み
る
。「

イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
範
に
従
え
ば
、
前
述

の
通
り
ア
カ

・
ニ
カ
を
以
て
婚
姻
が

成
立
す
る
。

つ
ま
り
、
イ

マ
ム
立
ち
会

い
の
下
で
新
郎
と
新
婦

の
父
が
婚
姻
の

契
約
を
行

い
、
そ
れ
を
四
人
の
.証
人
が
認
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
完
了
と
な
る
。
役

所
に
登
録
す
る
た
め
の
書
類
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
も
、
こ
れ
ら
計
七
人

の
署

名
の
み
で
あ
る
。
従

っ
て
原
則
的
に
は

ア
カ

・
ニ
カ
の
さ
い
に
大
勢
で
新
婦
の

家
を
訪
れ
る
必
要
は
な
い
し
、
ブ
ル
サ

ン
デ
ィ
ン
を
行
な
う
必
要
な
ど
ま

っ
た

く
な
い
。
し
か
も
ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
に
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
、
ヒ
ン
ド
ゥ
i
的
な

要
素
を
多
数
含
ん
で
お
り
、
厳
密
に
は
イ

ス
ラ
ー
ム
と
相
入
れ
な
い
部
分
が
あ
る
。

し

か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

マ
レ
ー
人
に
と

っ
て
は
、
婚
姻
と
い
う
事

実
を
広
く
社
会
的
に
披
露
す
る
機
会
で
あ
る
ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
も
欠
く
こ
と
が

出
来
な
い
も

の
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
普
通
婚
姻
関
係
に
な
い
若
い
男
女
が

一
緒

に
い
れ
ば
社
会
的
な
非
難

の
対
象

と
な
り
、
時

に
そ
の
程
度
が
過
ぎ
れ
ば

宗
教
的
な
制
裁

の
対
象
と
な
る
が
、
ブ

ル
サ
ン
デ

ィ
ン
が
終
了
し
て
初
め
て
、

両
者

の
関
係
が
社
会
的
に
容
認
さ
れ
る

の
で
あ
る

(
つ
ま
り
ア
カ

・
ニ
カ
か
ら

ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
ま
で
の
数
日
間
に
も
し
新
郎
新
婦
が
行
動
を
共
に
す
れ
ば
社

ρ

会
的
な
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
)
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
ア
カ

・
ニ
カ
と
ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
は
日
を
違
え
て
行
な

わ
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
が
あ

っ
て
初
め
て
婚
姻
儀
礼
が
成
立
す
る
と
解
釈
さ

れ
て
お
り
、
事
実
、
結
婚
す
る
さ
い
に
は
両
方
の
儀
礼
が
セ
ッ
ト
で
行
な
わ
れ

て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
両
方
の
儀
礼
を

一
つ
の
婚
姻
儀
礼
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
に
婚
姻
儀
礼
を
と
ら
え
る
と
、

イ
ス
ラ
ー
ム
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム

・
ヒ

ン
ド

ゥ
ー
イ
ズ
ム
の
関
係
、

マ
レ
ー
の
ア

ダ

ッ
ト

(繰
り
返
す
が
こ
れ
は
伝
統
、
慣
習
と
い
う
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
も
含
め

た
意
味
で
の
ア
ダ

ッ
ト
で
あ
り
、
従
来
の
イ
ス
ラ
ー
ム
対
ア
ダ

ッ
ト
と
い
う
枠

組
み
で
の
ア
ダ

ッ
ト
で
は
な
い
)
の
中
で
の

「よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
な
指
向

性
が
明
瞭
に
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
。

こ
の
儀
礼
の
通
時
性
の
枠
を
取
り
外
し
、
共
時
的
な
構
造
を
考
え
る
と
、
儀

礼
の
中
に
は

っ
き
り
と
中
心
と
呼
び
う
る
部
分
と
周
辺
部
分
と
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
。
こ
れ
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
が
中
心
部
分
で
あ
る
と
区
別
で
き
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
色

の
濃
淡
の
連
続
的
な
変
化
と
た
と
え
ら
れ
る

よ
う
な
も
の
で
、
儀
礼

の
中
心
か
ら
徐
々
に
淡
く
な

っ
て
周
辺
部

へ
と
至
る
。

中
心
部
分
と
は
勿
論
、
ア
カ

・
ニ
カ
、
そ
の
中
で
も
必
要
最
小
限
の
人
々
に
よ

っ

て
行
な
わ
れ
る
契
約
の
部
分
で
あ
る
。
新
郎
は
勿
論
、
新
婦
の
父
や
証
人
た
ち

は
、
他
の
儀
礼
参
加
者
に
比
し
て
物
理
的
に
も
中
心
部
分
に
陣
取
り
、
人
間
関

係
に
お
い
て
も
最
も

つ
な
が
り
の
深
い
人
物
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

共
時
的
な
構
造
の
中
で
そ
の
次
に
位
置
す
る
の
は
、
儀
礼
の
手
続
き
と
い
う

面
か
ら
見
れ
ば
、
ア
カ

・
ニ
カ
で
の
新
郎
の
誓
約
の
後
で
行
な
わ
れ
る
、
イ
マ

ム
主
導
の
下
で
の
祈
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
儀
礼
参
加
者
は
ア
カ

・
ニ
カ
へ
の
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出
席
者
で
あ
り
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
村
人
が
招
か
れ
為
ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
に
た
い

し
て
、
ア
カ

・
ニ
カ
儀
礼
に
参
加
す
る
も
め
は
、
新
郎
側
新
婦
側
と
も
近
い
親

族
か
、
村
人
の
中
で
も
ご
く
親
し
い
も

の
に
限
ら
れ
て
い
る
ゆ

最
後
に
最
も
周
辺
部
に
位
置
す
る
の
が
ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
で
あ
る
。
少
な
く

と
.も
契
約
が
交
わ
さ
れ
る
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
に
は
、
儀
礼
の
全
参
加
者
が
そ
れ

を
注
視
し
て
い
る
ア
カ

・
ニ
カ
儀
礼
と
は
異
な
り
、
ブ
ル
サ
ン
デ

ィ
ン
に
お
い

て
は
、
全
参
加
者
が
時
間
や
空
間
を
共

有
す
る
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、
通
常

招
待
者
に
た
・い
・す
る
食
事
は
正
午
か
ら
午
後
八
時
く
ら
い
ま

で
振
る
舞
わ
れ
る

.が
、
.客
は
新
郎

一
行
の
到
着
と
は
関
係
な
く
そ
れ
ぞ
れ
が
都
合

の
い
い
時
間
に

や

っ
て
き
て
は
主
人

(新
婦
の
父
)
に
お
祝

い
を
言

っ
て
帰

っ
で
い
く
の
で
あ

り
、
新
郎
に
会
わ
ず
に
帰

っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
新

郎
側
の

一
行
に
し
て
も
ハ
来
る
と
き
は

一
緒
に
来
る
が
、

一
度
新
郎
が
奥
の
部

.

屋
に
入

っ
て
し
ま
う
と
、
新
郎
側
の
親
族
は
ま
る
で
そ
れ
で
仕
事
が
終
わ

っ
た

か
の
よ
う
に
、
他
の
人
々
と
歓
談
し
、
新
郎
新
婦

の
晴
れ
姿
を
み
る
こ
と
も
な

く
、
さ

っ
さ
と
家
路
に
着
く
。
・

さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
お
の
お
の
の
婚
姻
儀
礼
に
お
い
て
は
微
妙
な
点
で

若
干
の
違
い
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
手
続
き
上
の
微
妙
な
相
異
は
、
周
辺

部
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
ア
カ

ニ

一力
が
す

べ
て

夜
に
行
な
わ
れ
、
七
か
も
契
約

の
さ

い
の
所
作
や
言
葉
と
い
っ
た
手
続
き
に

ま

っ
た
く
違
い
が
な
い
の
に
た
い
し
て
、
ブ
ル
サ
ン
デ
ィ
ン
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
家
族
の
置
か
れ
た
状
況
に
よ

っ
て
宀
例
え
ば
、、

何
時

に
新
郎

の

一
行
が
到
着

す
る
か
、
新
郎
と
新
婦
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
贈
物

の
交
換
は
ど
う
す
る
の
か
、

.ス
イ
ラ
ー
ム
似
前
の
ヒ
ン
ド
ゥ
」
的
な

信
仰
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
儀
礼
.(新
郎

新
婦
に
水
を
か
け
た
り
、
ナ
シ

・
ス
・マ
ン
ガ

ッ
ト
ー1
生
命
の
米
、
と
呼
ば
れ
る

も
ち
米
で
作
ら
れ
た
ケ
ー
キ
を
作
る
か
ど
う
か
な
ど
)
を
行
な
う
か
否
か
と
い

う
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
儀
礼
が
す
こ
し
つ

つ
違

っ
た
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

婚
姻
儀
礼
に
お
い
て

「よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
で
・あ
ろ
う
と
す
る
指
向
性
は
、

婚
姻
儀
礼
全
体
の
構
造
に
濃
淡
を

つ
け
、
そ
の
色
合
い
の
違
い
は
、
そ
の
ま
ま
、

儀
礼
の
ひ
と

つ
ひ
と

つ
の
部
分
の
重
要
度
の
違
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
参
加

者
.に
た
い
す
る
拘
束
力
の
違
い
、
儀
礼
手
続
き
の
変
更
あ
る
い
は
省
略
不
可
能

性
の
度
合
い
.の
違
い
に
重
な

っ
て
い
る
。
婚
姻
儀
礼
の
中
に
見
て
取
れ
る
も
の

は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
、
イ
ス
ラ
4
ム
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の

組
み
合
わ
せ
や
重
な
り
.と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
・す
べ
て
の
も
の
が
既
に
入

り
混
じ

っ
た

「昔
な
が
ら
の
や
り
方
」
と
し
て
の
ア
ダ

ッ
ト
で
あ
り
、
そ
れ
に

た
い
す
る

「よ
り
イ
ス
ラ
ー
・ム
的
」
で
あ
ろ
う
ど
す
る

マ
レ

、1
人
の
解
釈
で
あ

り
、
実
践
な
の
で
あ
る
。

三

、

イ

ス

ラ

ー

ム

と

エ

ス

ニ
シ

テ

ィ

ー

.
多
民
族
社
会
と
し
て
の
マ
レ
ー
シ
ア
を
論
ず
る
時
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
な
視
点
か

ら
と
ら
え
る
ほ
う
が
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
階
級
間
の
葛
藤
と
い
う
点
か
ら
議

論
す
べ
き
な
の
か
馬
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
の
違
い
は
、
社
会
科
学
的
な
研
究
に

み

っ
て
大
い
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
で
あ
る
一8
)。
.
マ
レ
ー
シ
ア
に
お

け
る
イ
ス
ラ
!
ム
研
究
に
つ
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、.
イ
ス
ラ
ー
ム
の
中

に
多

民
族
社
会
内
で
の
マ
レ
」
.・
エ
ス
ニ
ッ
ク

一
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
シ
ン
ボ

ル
・を
見
い
だ
す
の
か
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ー
ム
を
、
エ
リ
ー
ト
対
民
衆
の
図
式
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の
中
で
、
世
俗
的
な
価
値
観
を
信
奉
す
る

エ
リ
ー
ト
に
た
い
.す
る
民
衆

の
イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
的
な
反
抗
の
求
心
力
と
し
て
と
ら
え
る
か
と
い
う
視
点

の
違

い
が
、'

マ
レ
ー

ひ
マ
レ
ー
シ
ア
)
「・
イ
ス
ラ
ー
ム
に
つ
い
て
ま

っ
た
く
異
な
る
像
を
描

き
だ
す

こ
と
に
な

っ
た
。
例
え
ば
、

一
九
七
〇
年
代
か
ら
都
市
部

で
顕
在
化
し

て
き
た
イ
ス
ラ
ー
ム
原
理
主
義
運
動
は
、
非

マ
レ
ー
的
、
非
イ
ス
ラ
ー
ム
的
な

都
市
環
境

に
置
か
れ
た
、
理
念
の
上
で
も
現
実
に
も
農
村
部

に

「故
郷
」
を
持

つ
マ
レ
ー・
系
中
下
層
階
級
が
自
ら
の
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
亅
を
求
め
る

中
で
出
て
き
た
も
の
と
さ
れ
(9
v、
.ほ
ぼ
同
時
期
に
、

マ
レ
ー
人
の
そ
の
よ
う

な

.「故
郷
」・
の
ひ
と

つ
で
あ

っ
た
半
島

東
北
部
の
ク
ラ
ン
タ
ン
州
で
イ
ス
ラ
ー

ム
政
党
が
政
権
の
座
に
あ

っ
た
の
は
、
.
村
落
部
に
構
造
的
に
存
在
す
る
階
級
間

の
対
立

の
中

で
、
農
民
層
が
、
世
俗
的

な

エ
リ
ー
ト
層
に
た
い
す
る
社
会
批
判

と
し
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
精
神
性
を
体

現
す
る
イ
ス
ラ
ー
ム
党
を
支
持
し
た
と

い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(-o
)。

こ
こ
で
、
ど
ち
ら
め
視
点
を
取
る
べ
き
か
な
ど
と
い
う
議
論
は
丶
不
毛
な
結

果
を
招
ぐ
に
過
ぎ
な
い
。
複
数
の
民
族
か
ら
構
成
さ
れ
、
・か

つ
そ
れ
ぞ
れ
の
民

族
集
団
の
内
部
に
階
層
差
が
見
ら
れ
る
と
い
う

マ
レ
ーー
シ
ア
の
よ
う
な
社
会

に

あ

っ
て
は
、
.た
だ
単
に
二
つ
の
視
点
の
中
庸
を
と
る
と
い
う
妥
協
と
い
う
だ
け

で
は
な
ぐ
、
現
実
と
し
て

「両
方
の
側
面
」
が
あ
る
と
結
論
す
る
以
上

の
こ
と

は
、
お
そ
ら
く
出
て
こ
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
な
現
象
を
対
象
と
し
て
も
、

そ
れ
を
国
家
的
な
枠
組
み
.の
中
で
と
ら
え
る
の
か
、
あ
る
い
は

一
地
域
、

一
村

落
内
部
で
問
題
に
す
る
の
か
、
さ
ら
に
は
経
済
的
な
問
題
と
結
び
付
け
る
の
か
、

政
治
的
な
こ
と
と
結
び
付
け
る
の
か
、
等
々
.の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
違
い
に
よ

っ
て
、

「視
点
」
は

「
エ
ス
一門
シ
テ
ィ
ー
」
と

「階
級
」
の
間
の
無
数
の
点
の
上
に
置

か
れ
う
る
p
イ
ス
・ラ
ー
ム
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
ー
の
問
題
を

マ
レ
ー
シ
ア
と
い
う

枠
内
で
論
じ
る
場
合
、
必
要
.と
さ
れ
る
こ
と
は
、
い
か
な
る
状
況
下
で
イ
ス
ラ
ー

ム
と
マ
レ
ー

・
ア
イ
デ
ン
.テ
ィ
テ
ィ
ー
が
ど
の
よ
う
に
関
連
し
て
い
る
の
か
と

い
う
、
微
細
な
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈

の
積
み
重
ね
な
の
で
あ

る
。先

に
紹
介
し
た
憲
法
上
の
規
定
に
よ
り
、

マ
レ
」
人
は
す

べ
て
ム
ス
リ
ム
で

あ
る
。

マ
レ
コ
系
、
中
国
系
、
イ
ン
ド
系
と
い
う
大
き
く
三
民
族
か
ら
な
る

マ
.

レ
ー
シ
ア
に
と
・っ
て
、
国
家
的
課
題
が
民
族
間
の
調
和
で
あ
り
、
統

一
で
あ
る

こ
と
は
言
を
待
た
な
い
が
、
そ
ん
な
中
で
憲
法
の
こ
の
規
定
は
、

マ
レ
ー
人
は

ム
ス
リ
ム
で
あ
る

(同
時
に
他
の
民
族
の
多
く
は
ム
ス
リ
ム
で
は
な
い
)
・と
い

う
歴
史
的
事
実
を
背
景
に
し
て
、
.マ
レ
ー
人
と
、
あ
る
、
は

マ
レ
i

.
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
イ
ス
ラ
ー
ム
と
を
直
接
に
結
び
付
け
る
枠
組
み
を
与
え
る
も

の
で
あ
る
。

.し
か
し
そ
れ
ど
同
時
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
世
界
宗
教
的
性
格
、
.す
な
わ
ち
イ

ス
ラ
レ
ム
を

マ
レ
ー
人
の
み
の
も
の
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
人
間

に
開
か
れ
た
普
遍
的
な
宗
教
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る
意
識
も
、

マ
レ
i

.

人
の
間
に
強
く
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

マ
レ
i
人
が
イ
ス

ラ
、ー
ム
を
語
る
時
、
彼
ら
は

一
様
に
ム
ス
リ
ム
は
世
界
中
に
お
り
、
「イ
ス
ラ
ー

ム
は
中
国
人
に
も
、
西
洋
人
に
も
、
.
日
本
人
に
も
等
し
く
開
か
れ
て
い
る
こ
と

を
訴
え
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ー
ム
の
民
族
宗
教
的

性
格
と
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
本
来
備
え
て
い
る
世
界
宗
教
的
性
格
が
織
り
成
す
ダ

.
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、

マ
レ
ー

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
問
題
を
軸
に
し
な
が
ら
、
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独
立
以
前
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
マ
レ
ー
シ
ア
史

の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
を

取

っ
て
現
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お

い
て
、
単
純
に
イ
ス
ラ
ム
を

マ
レ
ー

・

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
よ
り
ど
こ
ろ

で
あ
る
と
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

ム
ス
膨
ム
に
と

っ
て
生
活
上

の
指
針

と
な

っ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
、
預
言
者
ム

ハ
ン
.マ
ド
の
言
行
で
あ
る
。
村
の
宗
教
教
室
で
、
学
校
の
授
業

で
、
.モ
ス
グ
で
の
礼
拝
前
の
説
教
で
、
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
預
言
者

の

言
行
に

つ
い
て
学
び
、
語
り
合
う
。.
そ
れ
は

「学
習
す
る
」
と
い
う
言
葉
で
思

い
起

こ
ざ
.れ
る
よ
う
な
狭
い
範
囲
の
経
験
で
は
な
く
、
家
庭
や

コ
ー
ヒ
ー

シ
ョ
ッ
プ
等
で
の
会
話
の
中
と
い
っ
た
、
日
常
的
な
場
面
で
、
し
か
も
ご
く
自

然
な
形
で
、
従
う
べ
き
手
本
と
し
て
の
預
言
者
の
事
蹟
が
語
ら
れ
て
い
る
。

当
然
の
こ
と
な
が
ら
現
在
を
生
き
る
も
の
に
と

っ
て
、
7
世
紀
初
頭
の
預
言

者
の
言
行
に
完
ぺ
き
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
出
来
な
い
。
時
代
背
景
の
相
異
に

加
え
て
、
預
言
者
の
言
行
自
体
が
、
日

々
の
礼
拝
の
よ
う
に
必
ず
為
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
か
ら
、
行
な

っ
た
ほ
う
が
良
い
が
行
な
わ
な
く
て
も
罪
に
は

問
わ
れ
な
い
も
の
、
さ
ら
に
は
罪
と
さ
れ
る
行
為
ま
で
、
幾

つ
か
の
種
類
に
類

別
さ
れ
て
お
砂
、
第
.一
節
で
論
じ
た
よ
う
に
ム
ス
リ
ム
に
と

っ
て

「必
要
か

つ

十
分
」と
い
う
形
.で
く
く
り
う
る
言
行

な
ど
存
在
し
な

い
。
こ
の
理
想
の
ビ
ジ

ョ

ン
と
現
実
の
経
験
と
の
断
絶
は
、

一
方

で
は
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
、

個
人
に
と

っ
て
の

「よ
り
イ
.ス
ラ
「
ム
的
」
.な
方
向

へ
と
向
か
う
指
向
性
を
も

.た
ら
し
、
他
方
で
、
こ
れ
か
ら
紹
介
す

る
よ
う
な
、
他
民
族
に
対
し
て
マ
レ
ー

・
ネ
ス
を
強
化
す
る
よ
う
な
解
釈
を
生
み
出
す
こ
と
に
な

っ
た
Q

・例
え
ば
、
州
の
宗
教
局
の
あ
る
ウ
ス
タ
ツ

(イ

ス
ラ
ー
ム
教
師
)
に
ム
ス
リ

ム
と
非
ム
ス
リ
ム
の
生
活
の
違
い
に
つ
い
で
尋
ね
た
時
、
彼
は
次
の
よ
う
な
例

を
挙
げ
た
。
そ
れ
は
、
食
事
の
さ
い
に
手
を
使

っ
て
食
べ
る
と
い
う

マ
ナ
ー
に

つ
い
て
で
あ
る
。
勿
論
、
時
と
場
合
に
よ
り

フ
ォ
ー
ク
や

ス
プ
ー
ン
が
使
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
が
、

マ
レ
ー
人
は
基
本
的
に
は
手
、
そ
れ
も
必
ず
右
手
で
食

べ

る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
歴
史
的
、
'文
化
的
に
こ
の
習
慣
の
源
を
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
が
(彼
は
こ
れ
を

「預
言
者
が
手
で
食

べ
て
い
た
か
ら
」
・

と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
、
さ
ら
に
ひ
と
た
び
イ
ス
ラ
ー
ム
に
改
宗
す
れ
ば
、
た

と
え
中
国
人
や
日
本
人
の
よ
う
に
文
化
的
に
箸
を
使
う
民
族
で
あ

っ
て
も
、
手

で
食
べ
る
こ
ど
が
望
ま
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
β
そ
の
理
由
と
し
て
彼
が
挙
げ

た
の
が
、
上
に
述
べ
た
よ
う
な
出
来
る
限
り
預
言
者

の
言
行
に
従
う
の
が
望
ま

し
い
か
ら
、
と
い
う
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。
事
実
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
範
で
は
、

食
事
は
右
手
の
親
指
、
人
差
し
指
、
中
指
の
三
本
で
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
と

さ
れ
て
い
る
。
・し
か
し
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
な
ぜ

「手
で
食

べ
る
こ
と
」

が
、
こ
こ
で
殊
更
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
れ
に

つ
い
て

は
次
の
よ
う
な
例
と
併
せ
て
考
え
る
時
、
き
わ
め
て
重
要
な
問
題
が
浮
か
び
上

が
る
。

周
知
の
通
り
、
ム
ス
リ
ム
は
酒
と
豚
肉
を
口
に
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ

て
い

る

。
マ
レ
ー
人
に
と

っ
て
も
勿
論
こ
れ
は
例
外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
澑
と
豚

肉
に
対
す
る
彼
ら
の
態
度
に
は
、
共
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
共
通
性
だ
け

で
は
な
く
、
微
妙
な
差
が
存
在
す
る
。
例
え
ば

マ
レ
ー
人
は
あ
る
種
の
モ
チ
菓

子
を
好
ん
で
食

べ
る

が
へ
そ
れ
を
調
理
す
る
過
程
で
米
の
発
酵
作
用
に
よ

っ
て

ア
ル
コ
r
ル
分
を
含
む
水
分
が
発
生
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
こ
の
菓
子
に
独
特
の

風
味
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
マ
レ
ー
人
は
勿
論
こ
の
風
味
が
ア
ル
コ
ー

ル
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
レ
ム
が
禁
じ
る
酒
の
成
分
と
同
じ
も
の
で
あ
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る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
理
由
に
こ
の
菓
子
を
食
べ
な
い
も

の
は
い
な
い
。
.
ア
ル
コ
ー
ル
の
量
が
少
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
酒
で
は
な
い
か
ら
、

こ
れ
で
酔
う
こ
と
は
な
い
か
ら
、
と
理
由
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
ア
ル
.コ
ー

ル
を
体
内
に
入
れ
る
こ
と
に
何
等
の
抵
抗
感
も
感
じ
て
い
な
い
。

」こ
れ
に
た
い

し
豚
肉
の
場
合
、」
様
相
は
か
な
り
違

っ
て
く
る
。
勿
論
、
豚
肉
そ
の
も
の
を
口

に
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ

に
加
え
て
、・
豚
の
油
が
含
ま
れ
て
い
る
も

」
の
、
・調
理
の
さ
い
に
豚
の
油
が
使
わ
れ

て
い
る
も
の
、
さ
ら
に
ば
そ
の
疑
い
の

あ
る
も
の
を
含
め
て
、
豚
肉
に
か
か
わ

る
も
の
は
そ
の

一
切
を
口
に
し
な
い
。

ア
ル
コ
ー
ル
と
豚
と
の
こ
の
対
比
は
、

ウ
イ
ス
キ
ー
や
ビ
L
ル
な
ど
.の
酒
類
が

商
店
や
ス
ー
パ
、L

・
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
店
頭
に
お
お

っ
ぴ
ち
に
並
べ
ら
れ
、
売
ら

れ
て
い
る
の
に
た
い
し
て
、
豚
肉
が
ま

っ
た
く
公
の
目
に
触
れ
ず
に
取
引
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
。

.

と
こ
ろ
で
こ
こ
で
取
り
上
げ
た

「手

で
食

べ
る
こ
と
」
と

「豚
肉

へ
の
強
い

タ
ブ
ー
」
、は
、

マ
レ
ー
シ
ア
と
い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
は
、
実
は
食
文
化

に
お
い
て
マ
レ
ー
人
と
中
国
人
を
分
け
る
分
岐
点
と
な

っ
て
い
る
。
ム
ス
リ
ム

は
た
と
え
牛
肉
や
鶏
肉
で
あ

っ
て
も
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
範
に
則

っ
た
方
法
で

用
意
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
食
べ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。.
し
か
し
、
日
常
売

ら
れ
て
い
る
牛
肉
や
鶏
肉
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
、そ
の
よ
う
な
ム
ス
リ
ム
が

・

食
べ
る
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

マ
ーレ
ー
シ
ア

・
ム
ス
リ
ム
に
と

っ

て
の
食
物
タ
ブ
ー
は
た
だ
ひ
と

つ
豚
肉
の
有
無
に
か
か
わ

っ
て
く
る
。

一
方
中

国
人
の
食
文
化
の
中
で
は
、
豚
肉
や
豚
油
は
欠
か
す
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で

あ
り
、

「手
で
食
べ
る
か
、
箸
で
食

べ
る
か
」
と
い
う
外
見
上
の
差
に
加
え
て
、
「

豚
の
在
否
が
そ
の
ま
ま

マ
レ
ー
人
と
中
国
人
を
別

つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

・
「手
で
食

べ
る
ζ
と
」
に
し
ろ

「豚
肉
の
タ
ブ
」
」ド
に
し
ろ
、
.
こ
れ
ら
は
共

に
イ
ス
ラ
ー
ム
の
規
範
に
そ
の
基
礎
を
持

つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
繰
り
返
す
ま

で
も
な
い
。
し
か
し
、
食
物
と
い
う
面
で
考
え
れ
ば

「
ア
ル
コ
ー
ル
」
で
は
な

く
、
動
物
と
い
う
面
か
ら
考
え
れ
ば

「犬
」
で
は
な
く

(ム
ス
リ
ム
に
と

っ
て

は
犬
も
タ
ブ
ー
と
さ
れ
る
動
物
で
あ
る
×

共
に

「豚
」
が
最
も
忌
み
嫌
わ
れ
、、

タ
ブ
ー
と
し

て
の
扱
い
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
ど
こ
か
ら
来
る
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
無
数

に
あ
る
行
為
や
慣
習
の
中

で
、
他

の
行
為
で

は
な
く

「手

で
食

べ
る
こ
と
」
が
預
言
者

の
言
行

に
よ

っ
て
解
釈
さ
れ
る
の
は

な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
問

い
に
た
い
し
て
は
お
そ
ら
く
、

マ
レ
ー

シ
ア
と
い
う

コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中

で
は
、

マ
レ
i
人
と
中
国
人
の
問
に
あ
る
文

化
的
な
差
異
が
宗
教
的
な
イ
デ
ィ
オ
ム
で
説
明
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
文
化

的
な
差
異
が
無
条
件
に
宗
教
的
な
差
異
に
転
化
す
る
と
い
う
答
え
が
最
も
妥
当

な
も
の
で
あ
ろ
う
ゆ
理
想
の
ビ
ジ

ョ
ン
と
現
実
の
経
験
と
の
断
絶
は
、

・「よ
り

イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
指
向
性
を
生
み
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
理

想
の
ビ
ジ

ョ
ン
が
持

つ
数
多
く
の
オ
プ
シ
ョ
ン
の
中
か
ら
現
実
の
経
験
と
う
ま

く
合
致
す
る
も
の
を

一
人

一
人
の
ム
ス
リ
ム
が
選
び
と
る
と
い
う
、・
イ

ス
ラ
ー

ム
の
規
範
と
い
う
そ
れ
自
体
は
限
定
さ
れ
た
枠
組
み
の
中
で
の
解
釈
の
広
が
り

を
も
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
。

.
七
〇
年
代
以
降
の
世
界
的
な
原
理
主
義
運
動
の
高
ま
り
の
中
で
、

マ
レ
ー
シ

ア
に
お
い
て

「ム
ス
リ
ム
に
な
る
こ
と
は
す
な
わ
ち
マ
レ
ー
人
に
な
る
こ
と
で

あ
る

(§
9
ω
⊆
罸
一ω
国
日

目
9。
mロ
犀
護
Φ冨
団
ロ
)
」
と
単
純
に
語
ら
れ
る
こ
と

は
も
は
や
な
く
な

っ
た
。
さ
ら

に
政
府
が
進
め
る
経
済
的
側
面
に
お
け
る

マ

レ
」
人
優
遇
政
策
が
、

マ
レ
ー
系
以
外
の
人
間
が
ム
ス
リ
ム
に
な

っ
た
と
し
て
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も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
.マ
レ
ー
人
で
あ
る
と
簡
単
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

こ
と
を
妨
げ
て
い
る
℃
し
か
し
依
然
と
し
て
、
.微
細
な
現
実

の
中

で
は
、
イ
ス

ラ
ー
ム
を
用
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

マ
レ
ー
人
は
他
の
民
族
、
特

に
中
国
系

の

マ
レ
ー
シ
ア
人
と
の
差
異
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
従
来
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
よ
う
な
、
イ

ろ
ア
レ
ム
が

マ
レ
ー

・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
核
に

あ
る
と
い
う
無
条
件
の
断
定
と
は
、
ま

っ
た
く
異
な
る
次
元
に
位
置
す
る
も
の

な
の
で
あ
る
(11
)っ

結
び個

人
的
な
も
の
で
あ
れ
集
合
的
な
も

の
で
あ
れ
、
.ム
ス
リ
ム
を
衝
き
動
か
す

の
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
に
備
わ

っ
た
理
想

の
ビ
ジ
ョ
ン
と
現
実
の
経
験
と
の
断
絶

を
埋
め
よ
う
と
す
る
衝
動
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
狭
い
意
味
で
の

宗
教
と
い
う
枠
を
越
え
て
、
生
活
や
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
含
ん
だ
全
体
的

な
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、

こ
の
衝
動
は
、
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
非

常
に
激
し
い
形
を
と

っ
て
立
ち
現
れ
る
。

マ
レ
ー
シ
ア
に
限

っ
て
み
て
も
、

マ

レ
ー
系
の

(
つ
ま
り
は
ム
ス
リ
ム
の
)
政
党
は
、
与
党
野
党
を
問
わ
ず
、
自
ら

が

「よ
り
イ
ス
ラ
ー
ム
的
」
で
あ
る

こ
.ど
を
繰
り
返
し
主
張
し
、
原
理
主
義
者

は

「よ
り
イ
ス
ラ
}
ム
的
」
.な
生
活
を
自
他
に
要
求
し
、
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前

の

伝
統
に
基
づ
く
こ
と
が
あ
き
ら
か
な
村
.の
呪
術
師
で
す
ら
、自
ら
の
呪
術
に
「イ

ス
ラ
ー
ム
的
」
な
装
い
を
取
り
入
れ

て
い
る
。

こ
こ
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
の
理
想
の
ビ
ジ

ョ
ン
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
全
的
性

質
故
に
、
文
化
的
な
規
範
と
置
き
換
え

る
こ
と
が
出
来
よ
ヶ
。
文
化
的
な
規
範

と
現
実
の
・社
会
的
経
験
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
中
で
、
文
化
的
な
規
範
に
よ

っ
て
衝

き
動
か
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
現
実
の
社
会
的
経
験
を
解
釈
す
る
た
め
に
文

化
的
な
規
範
を
操
作
し
利
用
す
ち
。
我
々
が
そ
の
中
に
見
て
取
ら
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
は
、・
規
範
と
経
験
が
生
み
出
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
で
あ
り
、
そ
れ
が
個
別

の
事
象
の
中
に
あ
ら
わ
れ
で
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

ム
ス
リ
ム
に
と

っ
て
、
イ
ス
ラ
ー
ム
が
持

つ
理
想
の
ビ
ジ
.ヨ
ソ
は
普
遍
的
で

か

っ
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ム
ス
リ
ム

が
生
き
る
多
様
な
現
実

の
下
で
、
イ
ス
ラ
ー
ム
は
個
別
、・
独
自

の
様
相
を
呈
し

て
現
れ
る
。
冒
頭
で
述
べ
売
よ
う
に
、
イ
ズ
ラ
」
ム
の
普
遍
性
と
個
別
性
を
同

一
の
枠
の
中

で
見
定
め
る
た
め
に
は
、
微
細
な
事
実
の
解
釈
を
積
み
重
ね
る
以

、外
に
方
法
は
な
い
。

註(
1
)
中
村
、
二
九
八
七
、

=
壬
二
頁

。

(
2
)
国
$
の
一Φ
ざ

お
認
●

(
3
ご

巨
傷
・閣
P

ω。。
幽

(
4
)
大
塚
、

一
九
八
九

。
大

塚
は
ム

ス
リ
ム

の
暮
ら
し
す

べ
て
が
ム

ハ
ン
マ
ド
の
慣
行

を

「祖
型

」
と
し
て
そ
れ
を

反
復

し

つ
づ

け
る
側
面
を
持

つ
と
考
え
て
い
る
。
彼

に

よ
れ
ば
、

こ
こ
で
の

「祖

型
」
は
神

話
的

時
代
に
起
源

を
持

つ
も

の
で
は
な
く
、
歴

史
的
実
在

と
し
て
の
ム

ハ
ン
マ
ド
や
そ
の
教
友
た
ち

の
行
為
、
及
び
彼
ら

の
作
り
上

げ

た

「初
期

イ

ス
ラ
ー
ム
共

同
体

」
で
あ
り
、
そ

の
意
味

に
お

い
て
こ
の

「祖
型
」

は

、「社
会
的

祖
型

」
と
呼
び

う
る
も
の
で
あ
る
。

(
5
)
本
稿

で

の
マ
レ
ー

・
ム

ス
リ
ム
に
関
す
る
議
論
は
す

べ
て
ク
ラ

ン
タ

ン
州
に
お
け

る
実
地
調
査

に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
資
料
を

も
と

に
し

て
い
る
。

マ
レ
ー
シ

ア
の
各
州

は
さ
ま
ざ

ま
な
面

で
州
ご

と
に
違
い
が
あ
り
、
イ

ス
ラ
ー
ム
や
伝
統
に
関
す
る
事
柄
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も
.例
外

で
は
な

い
。
し
か
も
、
ク

ラ
ン
タ

ン
州

の

マ
レ
i
人

は
伝
統
的

に
イ

ス
ラ
!

、
ー
ム

の
規
範

起
強
縛
従

ろ
て

い
る
と
さ
れ

て
.い
る
こ
之
を
断

.っ
て
お
ぐ
汐

(
6
)
筆
者
が
見
澗
し
売
複
数

の
婚
姻
儀
礼
で

は
、

そ
れ

ぞ
れ

に
微
妙
怠
手
続
巻
土

の
差

異
万
見
ち
あ
允
。

、添

満

淋
儀
乳

の
汾
析
そ

の
庵

の
を
目
的
と
す

る
も

の
で
は
な

い
た

め
、
差
異
を
詳
細

に
記
述
す

る
こ
と

は
せ
ず
、
儀
礼

の
大
筋

の
紹
介

に
と

ど
め

る
。

..
儀
礼
自
体

の
分
析

は
、
.婚
姻
儀
礼

に
限
ら
ず
、
他

の
さ
ま
ざ
ま
な
通
過
儀
礼

や
年
中

儀
礼
壱
も
含
め
た
上

で
の

マ
セ

.弓
の
儀
礼

の
分
析
と

し
て
ハ
稿
を
改
め

て
論
ず

ゐ
予

定

で
あ
る
。

(
7
)
婚

資
は

グ
ラ

ン
タ

ン
州

で
は
通
常

マ
ス

・
カ
レ
ウ

ィ
ン

(
言
口
ω
犀
鋤
ず
≦
ぎ

膨
結

婚

の
黄
金

)
と
呼
ば

れ
る
。
州

に
よ

っ
て
は

マ
ス

翫
ガ
ー
ウ
ィ
ン
ど
ブ

ラ

ン
ジ
ャ
と

呼
ば
れ
る
婚
資

の
二
本
だ

て
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
が
、

グ
ラ
.ン
タ

ン
州

で

は

マ
ス

.
カ
ー
ウ

ィ
ン
と
七

て

一
括

さ
れ
て

い
る
。

(
8
)
例
え
ば
、
'
社
会
学
者

の
フ

ッ
シ
ン

.
ア
リ
は
、

「
現
在

の
と
こ
ろ

エ
ス

ニ
ッ
.ク
な

.吸
引
力

の
ほ
う
が
強

い
」
と
し
な
が

ら
も
、

マ
レ
i
系
対
中

国
系
、

エ
リ
ー
ド
層
対

大
衆
と

い
ゼ2

弔
つ
の
軸
を
相
互

に
関
連
さ

せ
、

マ
レ
ー
シ
ア
社
会

の
分
析

に
独
自

の

視
点
を
提
供

し
て
い
る
。
彼

の
分
析

で
は
、

マ
レ
i
系
、
.中
国
系
め

双
方

か
ら
な

る

.
「少
数

の
多
民
族

サ
」
ク
ル
L
.に
よ
る
政
治

経
済
の
独
占

に
た
い
し

て
、
そ

の
下

に

位
置

す
る
ミ
ド

ル

・
ク
ラ

ス
が

エ
リ
ー
ト
層

に
た
い
す
る
圧
力
を
高
め
る
た
め

に
大

衆

の
支
持
を
必
要
と

し
、

そ
の
た
め
、

最
も
効

果
的

な
手
段

で
あ
る

エ
ス
ニ

ッ
ク
な

」
..問
題
を
持
ち
出

し
た
結
果
、

こ
れ
ら

ミ
ド
ル

・
ク
ラ

ス
さ
ら

に
は
大

衆

の
レ
ベ
ル

で
、

民
族
間

の
対
立
感
情

が
非
常

に
強
く

現
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら

に
彼
は
、
長
期

的
な
展
望
と
し

て
、
資
本
主
義
的
な
経
済

の
発
展
と
と
も
に
、

マ
レ
ー
系
、
中
国
系

.

の
大
衆

が
共

に
労
働
者
階
級

と
し
て
の
意
識
を

獲
得
し
、
現
在

の
エ
ス
ニ

ヅ
ク
な
対

・

立
.は
、

エ
リ
ー
ト
と
大
衆

と
い
う
階
級

間
の
対

立
の
中

に
解
消
し

て
い
ぐ
だ
ろ
う
と

予
測

し
て
い
る
コ
国
磊

言

≧

い

.お
。。
野

(
9
)
○
冨

民

冨

護
仁
母

浮

辱
弘

⑩
。。刈
.
N
曾
ロ
曁

}
昌
蓄

月
二

⑩
。。
刈
.

(
10

)
開
Φ
。・
。。
冨
ツ

一
Φ
『
。。
●

(
11

)

マ
レ

ー
系

の

エ
ス

ニ

ッ
ク

・
ア

イ
デ

ン

テ

ィ
テ

ィ
ー
を

考

え

る
場

A
具

勿

論

、

マ

.

レ

ー

シ

ア
語

の
位

置

付

け

や

そ

の
役

割

に

つ
い

て

の
議

論
を

欠

か

す

こ
と

億

出

来

な

い
。

し

か
し

、

本

稿

は

マ
レ

ー

シ

ア

に

お
け

る

イ

ス
ラ

ー

ム

の
あ

り

か

た
を

中

心

に

論
じ

る
も

の
で
あ

る
た
め
、
国
語

と
し
て
の

マ
レ
ー
シ
ア
語

に

つ
い
て
は
あ
え

て
触

れ
な
か

つ
.た
。
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