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イ
ス
ラ
ム
政
治
に
お
け
る
公
正
と
秩
序

　
　
　
－
中
心
な
き
政
治
原
理
－

は
じ
め
に

　
旧
ソ
連
邦
の
崩
壊
と
冷
戦
体
制
の
終
了
後
、
今
日
の
思
想
情
況

は
少
々
分
裂
症
気
味
の
よ
う
に
み
え
ま
す
。
一
方
で
は
、
市
場
経

済
と
民
主
主
義
が
勝
利
し
た
普
遍
的
原
理
と
し
て
声
高
に
主
張
さ

れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
文
化
多
元
主
義
が
も
て
は

や
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ

の
分
裂
症
気
味
の
思
想
情
況
を
反
映
す
る
一
つ
の
現
象
が
、
昨
今

に
お
け
る
文
明
論
ぱ
や
り
の
よ
う
に
み
え
ま
す
。

　
そ
れ
も
、
「
文
明
の
衝
突
」
が
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
よ
う

（
1
）

で
す
。
私
な
ど
は
、
な
ん
で
今
さ
ら
「
文
明
の
衝
突
」
な
の
か
と

思
い
ま
す
し
、
こ
う
し
た
言
葉
が
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
な
る
昨
今
の

思
想
・
社
会
情
況
に
こ
そ
興
味
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
言
葉
を
ま

加

藤

博

と
も
に
取
り
上
げ
て
論
じ
る
気
に
は
と
う
て
い
な
れ
ま
せ
ん
。
私

に
は
、
普
遍
的
な
文
明
の
名
の
も
と
に
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
抹
殺

す
る
こ
と
と
、
そ
れ
ぞ
れ
普
遍
性
を
主
張
す
る
複
数
の
文
明
が
生

存
を
か
け
て
衝
突
す
る
こ
と
と
の
間
に
、
原
理
的
に
み
て
何
の
違

い
も
感
じ
な
い
か
ら
で
す
。

　
し
か
し
、
こ
う
達
観
を
き
め
こ
ん
で
も
い
ら
れ
な
い
よ
う
で
す
。

と
い
う
の
も
、
ど
う
も
こ
の
「
文
明
の
衝
突
」
の
最
大
の
敵
役
が

イ
ス
ラ
ム
文
明
で
あ
る
ら
し
い
か
ら
で
す
。
私
は
い
わ
ゆ
る
「
イ

■
ス
ラ
ム
世
界
」
を
研
究
の
対
象
に
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
職

業
倫
理
（
？
）
の
上
か
ら
い
っ
て
も
何
か
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
べ
し

と
い
う
わ
け
で
す
。

　
そ
こ
で
、
本
日
は
、
シ
ョ
ッ
ク
療
法
的
効
果
を
め
ざ
し
、
話
を

わ
れ
わ
れ
の
常
識
か
ら
す
れ
ぱ
耳
を
疑
う
よ
う
な
「
イ
ス
ラ
ム
政
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（19）　イスラム政治における公正と秩序

治
は
政
教
一
致
で
は
な
い
」
と
い
う
命
題
を
解
説
す
る
と
い
う
一

点
に
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
私
が
「
文
明
の
衝
突
」
を
キ

ー
・
ワ
ー
ド
と
し
た
昨
今
の
議
論
に
全
く
興
味
が
な
い
か
の
理
由

の
一
端
を
示
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
と
い
う
の
も
、
ど
う
や
ら
イ
ス
ヲ
ム
文
明
を
敵
役
と
す
る
論
者

に
と
っ
て
、
批
判
の
主
た
る
標
的
は
イ
ス
ラ
ム
政
治
の
政
教
一
致

的
性
格
に
あ
る
よ
う
だ
か
ら
で
す
。
あ
る
社
会
学
者
は
、
冷
戦
体

制
終
結
後
の
政
治
が
「
政
教
分
離
の
国
家
を
奉
じ
る
ナ
シ
ヨ
ナ
リ

ズ
ム
と
祭
政
一
致
の
国
家
を
奉
じ
る
ナ
シ
目
ナ
リ
ズ
ム
」
の
対
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
軸
と
し
て
展
開
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
ま
す
が
、

こ
の
指
摘
こ
そ
、
イ
ス
ラ
ム
文
明
と
の
「
衝
突
」
に
よ
う
て
意
味

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
本
日
の

話
は
、
少
々
図
式
的
に
な
り
ま
す
が
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
の
原
理
を

示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
含
意
を
も
つ
「
文
明
の
衝
突
」

な
る
議
論
の
土
俵
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
で
す
。

　
と
は
い
え
、
話
が
終
わ
っ
た
後
で
も
、
皆
様
の
多
く
は
私
の
解

説
に
納
得
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
そ
の

方
々
に
言
わ
せ
れ
ぱ
、
「
あ
な
た
の
言
う
こ
と
は
そ
れ
な
り
に
理

解
で
き
る
し
、
輿
味
深
い
。
し
・
か
し
、
そ
れ
で
は
一
体
、
イ
ス
ラ

ム
国
家
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
現
在
の
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
の

台
頭
を
ど
う
説
明
す
る
の
ふ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
こ
う
し
た
疑
問
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。
確
か
に
、

イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
は
宗
教
と
政
治
の
一
体
化
を
主
張
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
本
題
に
入
る
前
に
次
の
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て
お

い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
本
日
こ
こ
で
お
話

す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
原
理
と
し
て
。
の
イ
ス
ラ
ム
政
治
で
あ
り
、

そ
こ
で
の
宗
教
と
政
治
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
私
は
、
本
日
の
話
の
な
か
で
、
イ
ス
ラ
ム
文
明
を
敵
役
と
す
る

論
者
の
多
く
が
、
原
理
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ム
政
治
と
運
動
態
と
し

て
の
イ
ス
ラ
ム
政
治
と
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
こ
の

混
同
に
立
つ
限
り
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
の
本
質
は
み
え
て
こ
な
い
だ

ろ
う
こ
と
を
主
張
す
る
つ
も
り
で
す
。
し
か
し
、
私
の
考
え
で
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
も
ま
た
こ
の
混
同
を
犯
し
て
い

る
、
あ
る
い
は
正
確
に
は
、
そ
れ
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
す
。
も

っ
と
も
、
そ
れ
が
悪
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

そ
の
た
め
、
私
の
話
に
対
し
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
先
の
疑
問
は
、

当
然
至
極
な
の
で
す
。
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イ
ス
ラ
ム
政
治
は
「
法
に
よ
る
統
治
」

イ
ス
ラ
ム
政
治
は
神
政
一
致
か

　
イ
ス
ラ
ム
が
「
聖
」
「
俗
」
二
元
論
を
否
定
し
、
「
聖
」
「
俗
」

の
一
致
を
前
提
と
し
た
厳
格
な
＝
兀
論
的
世
界
観
に
立
つ
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
は
神
政
一

致
で
あ
る
と
の
指
摘
が
よ
く
な
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
指
摘

は
正
し
い
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
結
論
を
先
に
い
え
ば
、
少
な

く
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
正
し
く
あ

り
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
は
、
そ
れ
は
正
確
で
は
な
い
圭
言
う
べ

き
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
い
て
は
、

キ
リ
ス
ト
教
世
界
に
お
け
る
ヴ
ァ
チ
カ
ン
の
よ
う
な
中
央
集
権
的

宗
教
権
威
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
一
事
を
も
っ
て
し
て
も
明
ら

か
で
あ
り
ま
す
。

　
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
的
な
意
味
に
お
け
る
神
政
一
致
と
は
、
通
常
、

「
祭
政
一
致
」
と
訳
さ
れ
る
テ
オ
ク
ラ
シ
ー
を
意
味
す
る
と
思
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
ま
す
。
テ
オ
ク
ラ
シ
ー
を
単
純
化
し
て
述
べ
れ
ば
、
社
会
に
お

け
る
宗
教
的
権
威
と
世
俗
的
権
力
の
二
つ
の
中
心
の
存
在
を
前
提

し
、
こ
の
二
極
の
関
係
に
お
い
て
後
者
が
前
者
の
圧
倒
的
影
響
下

に
置
か
れ
た
政
治
体
制
と
で
も
申
せ
ま
し
ょ
う
か
。
そ
の
際
、
宗

教
的
権
威
自
ら
が
政
治
に
携
わ
っ
て
も
い
い
し
、
宗
教
的
権
威
が

世
俗
的
権
力
に
権
威
の
一
部
を
委
託
す
る
と
い
う
形
を
と
っ
て
も

か
ま
い
ま
せ
ん
。

　
と
も
か
く
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
テ
ク
オ
ラ
シ
ー
と
い
う
政

治
体
制
が
社
会
に
お
け
る
宗
教
的
権
威
と
世
俗
的
権
力
の
二
極
の

存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ス

ラ
ム
世
界
で
は
、
六
三
二
年
に
お
け
る
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死

後
、
宗
教
的
権
威
の
中
心
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
歴
史
的
に
も
今
日
的
に
も
、
イ
ス
ラ
ム
は
一
枚
岩

の
狭
義
体
系
で
は
な
く
、
多
く
の
セ
ク
ト
を
抱
え
て
い
る
も
の
の
、

そ
れ
ら
の
セ
ク
ト
の
問
に
み
ら
れ
る
教
義
の
違
い
が
、
キ
リ
ス
ト

教
世
界
に
お
け
る
宗
教
会
議
の
よ
う
な
形
で
、
中
央
集
権
的
宗
教

権
威
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま

り
、
原
理
的
に
み
て
、
イ
ス
ラ
ム
に
は
、
中
央
に
権
威
づ
け
ら
れ

た
教
義
と
し
て
の
「
正
統
」
（
オ
ー
ソ
・
ド
ク
シ
ー
）
は
存
在
し

な
い
の
で
す
。

　
そ
の
た
め
、
あ
る
の
は
信
仰
の
観
点
か
ら
み
た
「
正
し
い
実

践
」
（
オ
ー
ソ
・
プ
ラ
ク
シ
ス
）
の
み
で
す
。
そ
れ
は
信
仰
の
実

践
な
の
で
す
か
ら
、
世
論
の
審
判
を
受
け
る
も
の
の
、
そ
れ
が
正

し
い
実
践
か
否
か
を
判
断
す
る
最
終
的
な
客
観
的
基
準
な
ど
あ
り
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よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
「
聖
」
「
俗
」
二
元
論
を
否
定
し
、

厳
格
な
「
聖
」
「
俗
」
二
兀
論
的
世
界
観
に
立
つ
イ
ス
ラ
ム
教
徒

に
と
っ
て
、
「
正
し
い
実
践
」
と
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
正
し
い
政
治

の
追
求
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
政
治
を
正
し
い
信
仰
の
実
践

の
た
め
の
手
段
と
み
る
イ
ス
ラ
ム
の
政
治
論
が
展
開
さ
れ
る
の
で

す
。イ

ス
ラ
ム
政
治
論
は
君
主
論

　
と
こ
ろ
で
、
政
治
論
と
い
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
通
常
、
政
治
体

制
、
と
り
わ
け
国
家
体
制
に
つ
い
て
の
議
論
を
予
想
し
ま
す
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
予
想
は
完
全
に
覆
さ
れ
、
近
代
以
前
に
イ
ス
ラ
ム

政
治
論
と
し
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
の
は
も
っ
ぱ
ら
正
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
統
治
者
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
君
主
論
な
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

こ
と
は
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
、
彼
の
後
継
者
の
資
格
を

め
ぐ
う
て
カ
リ
フ
論
－
カ
リ
フ
と
怯
「
後
継
者
」
の
意
味
で
す
1

と
し
て
展
開
さ
れ
た
古
典
期
に
お
け
る
ス
ン
ナ
（
多
数
）
派
の
議

論
で
あ
れ
、
そ
れ
に
対
抗
し
、
イ
マ
ー
ム
論
ー
シ
ー
ア
派
は
、
イ

ス
ラ
ム
教
徒
の
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）
の
指
導
者
を
、
ス
ン
ナ
派
が

カ
リ
フ
と
呼
ぶ
の
に
対
抗
し
て
、
イ
マ
ー
ム
と
呼
び
ま
す
－
と
し

て
独
特
の
政
治
論
を
展
開
し
た
シ
ー
ア
（
少
数
）
派
の
議
論
で
あ

れ
、
さ
ら
に
は
、
中
央
集
権
的
カ
リ
フ
権
力
が
各
地
の
地
方
王
朝

の
台
頭
に
よ
っ
て
有
名
無
実
と
な
り
、
ス
ル
タ
ン
の
称
号
を
も
つ

指
導
者
に
よ
っ
て
現
実
の
政
治
が
運
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
中
世

以
降
の
議
論
で
あ
れ
、
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
政
治
粉
争
と
宗
教
紛
争

と
の
深
い
結
ぴ
つ
き
が
観
察
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

イ
ス
ラ
ム
政
治
観
に
あ
っ
て
、
国
家
は
聖
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
を

現
実
に
適
用
し
、
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な
、
そ
し
て
そ
の
よ
う

な
も
の
と
し
て
の
み
必
要
な
機
関
と
み
な
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
よ

う
な
政
治
観
を
前
提
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
こ
で
の
議
論
が
も
っ

ぱ
ら
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
指
導
者
の
資
格
、
役
割
を
め
ぐ
る
も
の

で
あ
る
な
ら
ば
、
政
治
の
理
念
を
め
ぐ
る
対
立
も
、
現
実
の
セ
ク

ト
間
の
宗
派
闘
争
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
誰
を
政
治
の
指
導
者
、

つ
ま
り
正
し
い
イ
ス
ラ
ム
信
仰
の
実
践
者
と
し
て
戴
く
か
の
争
い

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

イ
ス
ラ
ム
世
界
に
お
け
る
宗
教
と
政
治

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
議
論
を
進
め
て
く
る
と
、
き
づ
と
こ
こ

に
お
ら
れ
る
皆
様
は
狐
に
摘
ま
れ
た
よ
う
な
気
分
に
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
上
う
か
。
と
い
う
の
も
、
私
は
先
に
、
「
イ
ス
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ラ
ム
政
治
は
神
政
一
致
で
は
な
い
」
と
大
見
得
を
切
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
同
じ
私
が
、
い
ま
だ
そ
の
舌
の
根
が
乾
か
ぬ
う

ち
に
、
「
イ
ス
ラ
ム
政
治
と
は
正
し
い
信
仰
の
実
践
の
た
め
の
手

段
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
主
張

と
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
は
神
政
一
致
で
あ
る
と
の
主
張
と
、
ど
こ
が

違
う
の
か
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
確
か
に
、
「
お
前
が
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
政
治

は
、
少
な
く
と
も
原
理
的
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ヅ

パ
的
な
意
味
に
お
い
て
、
神
政
一
致
で
は
な
い
・
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
現
実
の
政
治
に
お
い
て
、
政
治
が
宗
教
の
実
践
め
た
め

の
手
段
と
さ
れ
、
政
治
紛
争
と
宗
教
紛
争
と
の
深
い
結
び
つ
き
が

観
察
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
政
治
は
ま
さ
に
神
政
■
一
致
の

政
治
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
そ
の
政
治
が
一
人
の
指
導
者
に
よ
っ

て
な
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
、
神
政
一
致
の
政
治
形

態
の
な
か
で
も
最
も
個
人
の
自
由
を
制
限
す
る
「
東
洋
的
専
制
」

の
も
と
で
の
神
政
一
致
と
さ
え
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
」
こ
の

よ
う
な
疑
問
は
起
き
て
当
然
で
あ
り
ま
す
。

　
な
る
ほ
ど
、
聖
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
の
実
施
が
君
主
の
権
力
に

依
存
し
、
そ
の
権
力
を
監
督
す
る
シ
ス
テ
ム
が
制
度
化
さ
れ
て
い

な
い
以
上
、
君
主
の
専
制
化
の
危
険
は
常
に
あ
り
ま
し
た
。
し
か

し
、
イ
ス
ラ
ム
史
の
現
実
の
な
か
で
み
ら
れ
た
こ
う
し
た
君
主
の

専
制
化
の
史
実
は
史
実
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
信
仰
の
発
露
で
あ

る
宗
教
と
権
力
の
行
使
で
あ
る
政
治
と
を
君
主
と
い
う
人
格
の
も

と
に
性
急
に
結
び
つ
け
ず
、
し
ぱ
ら
く
の
間
、
先
入
観
な
く
イ
ス

ラ
ム
政
治
論
の
主
張
に
耳
を
傾
け
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、

少
な
く
と
も
イ
ス
ラ
ム
の
政
治
観
に
立
つ
限
り
、
一
見
す
る
と
相

容
れ
な
い
か
に
み
え
る
先
の
私
の
二
つ
の
主
張
は
決
し
て
矛
盾
す

る
も
の
で
は
な
く
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
が
神
政
一
致
の
政
治
、
ま
し

て
や
、
「
東
洋
的
専
制
」
の
も
と
で
の
神
政
一
致
の
政
治
な
ど
で

は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
さ
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
思
想
史
を
振
り
返
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
本
日
の
話
の
た
め
に
は
、
イ
ス
ラ

ム
史
で
の
二
つ
の
決
定
的
転
換
期
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
政
治
論
の

展
開
を
整
理
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
二
つ

の
転
換
期
と
は
、
第
一
に
、
預
言
者
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
の
前
後
で

あ
り
、
第
二
に
、
十
世
紀
以
降
ア
ッ
バ
ー
ス
朝
カ
リ
フ
の
中
央
集

権
的
権
力
が
衰
え
、
各
地
に
地
方
王
朝
が
建
設
さ
れ
る
な
か
ア
ッ

バ
ー
ス
朝
の
滅
亡
に
至
る
、
古
典
期
か
ら
中
世
へ
の
移
行
期
で
あ

り
ま
す
。
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ウ
ン
マ
（
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
）
と
カ
リ
フ

　
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
、
ム
ハ
ン
マ
ド
は
神
が
人
間
に
遣
わ

し
た
最
後
の
預
言
者
と
考
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
故
に
、
ム

ハ
ン
マ
ド
の
死
は
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ
て
、
神
の
啓
示
を
受

け
得
る
最
後
の
人
間
の
喪
失
を
意
味
し
ま
し
た
。
こ
の
時
点
で
、

神
の
啓
示
を
根
拠
と
し
た
宗
教
的
権
威
は
永
久
に
失
わ
れ
た
の
で

す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）

が
宗
教
的
権
威
と
政
治
的
権
力
を
そ
の
人
格
に
お
い
て
体
現
し
た

指
導
者
に
よ
っ
て
統
治
さ
れ
る
時
代
の
終
焉
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
そ
の
た
め
、
当
時
、
イ
ス
ラ
ム
の
歴
史
上
リ
ソ
ダ
（
離
反
）
と

呼
ぱ
れ
る
、
大
量
の
ア
ラ
ブ
部
族
の
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
離
れ
が
発

生
し
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
が
、
そ
の
成
立
後
、
直
面
し
た

最
大
の
危
機
で
し
た
。
し
か
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
は
、
こ
の
危
機

を
第
二
の
ム
ハ
ン
マ
ド
を
つ
く
る
こ
と
な
く
、
見
事
に
乗
り
越
え

ま
し
た
。
っ
ま
り
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
後
継
者
（
カ
リ
フ
）
に
対
し

て
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
指
導
者
と
し
て
の
地
位
の
継
承
を
認
め

た
も
の
の
、
ム
ハ
ン
マ
ド
が
預
言
者
と
し
て
も
っ
て
い
た
宗
教
的

権
威
に
つ
い
て
は
、
そ
の
継
承
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
そ
の
結
果
、
宗
教
的
権
威
の
空
白
が
生
じ
ま
し
た
が
、
こ
の
空

白
を
埋
め
る
べ
く
期
待
さ
れ
た
の
が
、
イ
ス
ラ
ム
の
教
義
に
詳
し

い
聖
法
学
者
（
ウ
ラ
マ
ー
）
で
あ
り
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
神
の
啓

示
を
受
け
得
ず
、
そ
れ
故
に
ム
ハ
ン
マ
ド
に
代
わ
る
宗
教
的
権
威

を
も
ち
得
な
い
点
に
お
い
て
は
、
カ
リ
フ
と
同
様
で
あ
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
彼
ら
は
、
立
法
こ
そ
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
蓄
え
ら

れ
た
知
識
に
基
づ
い
て
、
聖
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
を
解
釈
す
る
権

威
を
与
え
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
カ
リ
フ
は
と
言
え

ば
、
こ
の
ウ
ラ
マ
ー
に
よ
っ
て
解
釈
さ
れ
た
聖
法
（
シ
ャ
リ
ー

ア
）
に
基
づ
い
て
政
治
を
お
こ
な
う
権
限
と
責
任
が
負
わ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
o

イ
ス
ラ
ム
政
治
に
お
け
る
「
教
」
権
と
「
俗
」
権

　
こ
う
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
は
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
後
継
者
を

誰
に
す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
ス
ン
ナ
派
と
シ
ー
ア
派
、
さ
ら
に
は
ハ

ワ
ー
リ
ジ
ュ
（
過
激
）
派
の
分
裂
と
い
う
大
き
な
宗
派
対
立
を
経

験
し
た
も
の
の
、
カ
リ
フ
を
指
導
者
と
す
る
共
同
体
の
統
一
性
を

保
つ
こ
と
に
は
成
功
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
第
二
の
転
換
期
に

お
い
て
、
今
度
は
こ
の
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
の
統
一
性
そ
の
も
の
に

危
機
が
訪
れ
ま
し
た
。
当
時
、
問
題
と
な
づ
た
の
は
、
も
は
や
指

導
者
（
カ
リ
フ
）
の
資
質
、
資
格
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
な
ど
の
イ

ス
ラ
ム
共
同
体
の
統
一
性
を
前
提
と
し
た
理
念
的
議
論
で
は
な
く
、
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イ
ス
ラ
ム
共
同
体
で
の
現
実
に
お
け
る
複
数
の
指
導
者
－
カ
リ

フ
、
ス
ル
タ
ン
、
ア
ミ
ー
ル
な
ど
と
呼
ぱ
れ
ま
し
た
－
の
併
立

を
ど
う
理
念
的
に
正
当
化
す
る
か
で
あ
り
ま
し
た
。

　
聖
法
学
者
（
ウ
ラ
マ
ー
）
は
、
こ
の
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
を
め
ぐ

る
理
念
と
現
実
の
乖
離
に
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
論
の
体
系
化
で
も
っ

て
対
処
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
に
す
で
に

見
通
し
は
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
体
系
化
す
る
に
は
至
っ
て

い
な
か
っ
た
、
「
教
」
権
と
「
俗
」
権
の
分
化
の
徹
底
で
あ
り
ま

し
た
。
こ
う
し
て
改
め
て
、
聖
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
上
の
問
題
は

ウ
ラ
マ
ー
に
、
政
治
的
問
題
は
カ
リ
フ
に
そ
れ
ぞ
れ
委
ね
ら
れ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
う
し
て
、
現
実
の
み

な
ら
ず
理
念
に
お
い
て
も
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
共
同
体
（
ウ
ン

マ
）
と
実
際
の
政
治
単
位
（
ダ
ウ
ラ
）
と
が
分
離
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　
い
ま
や
、
現
実
の
政
治
単
位
（
ダ
ウ
ラ
）
が
複
数
併
立
す
る
な

か
で
、
一
つ
の
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）
と
い
う
理
念
の
維

持
は
ウ
ラ
マ
ー
の
肩
に
担
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
上

で
さ
ら
に
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）
の
指
導
者
で
あ
る
カ

リ
フ
の
権
限
に
つ
い
て
も
一
層
の
概
念
化
が
計
ら
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
カ
リ
フ
を
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
（
ウ
ン
マ
）
の
「
精
神
」
的

権
威
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
「
俗
」
権
の
一
部
が
ス
ル
タ
ン
と

か
ア
、
、
、
－
ル
と
・
か
呼
ば
れ
た
現
実
の
政
治
単
位
（
ダ
ウ
ラ
）
の
指

導
者
に
委
譲
さ
れ
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

社
会
の
共
同
規
範
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ム
法

　
以
上
、
誠
に
乱
暴
で
は
あ
り
ま
す
が
イ
ス
ラ
ム
政
治
論
の
展
開

を
整
理
し
て
み
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
整
理
の
な
か
で
私
が

言
わ
ん
と
し
た
こ
と
、
そ
れ
は
次
の
二
つ
で
す
。

　
第
一
は
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
論
が
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
死
後
、
「
俗
」

権
の
指
導
者
で
あ
る
カ
リ
フ
の
資
質
、
資
格
、
権
限
を
め
ぐ
っ
て

展
開
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
一
貫
し
て
現
世
的
議
論
で
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
で
す
。

　
そ
し
て
、
第
二
は
、
カ
リ
フ
が
、
「
教
」
権
の
指
導
者
ウ
ラ
マ

ー
に
よ
る
解
釈
を
へ
た
聖
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
に
基
づ
く
政
治
を

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ぱ
、
イ
ス
ラ
ム
の
政
治
は

「
法
に
よ
る
統
治
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
つ
ま
り
、
政
治
が
君
主
の
個
人
的
権
限
に
基
づ
か
ず
、
君
主
も

ま
た
「
法
」
に
服
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
定
め
ら
れ
た
政
治
形
態
を
も

っ
て
、
「
法
に
よ
る
統
治
」
と
呼
ぶ
な
ら
ぱ
、
ロ
ー
マ
帝
国
も
、

近
代
国
民
国
家
も
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
体
制
も
「
法
に
よ
る
統
治
」
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で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
な
れ
ば
、
。
こ
の
三
者
の
政

治
形
態
を
分
か
つ
も
の
は
、
そ
れ
で
も
っ
て
統
治
が
な
さ
れ
る

「
法
」
の
性
樒
の
違
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
り
ま
し
上
う
。

問
題
は
、
聖
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
、
つ
ま
り
イ
ス
ラ
ム
法
の
性
格

で
あ
り
ま
す
。

ニ
　
イ
ス
ラ
ム
社
会
の
権
威
と
権
力

イ
ス
ラ
ム
法
の
執
行

　
さ
て
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
は
信
仰
、
倫

理
．
道
徳
な
ど
人
間
の
内
面
生
活
の
み
な
ら
ず
世
俗
的
日
常
生
活
、

さ
ら
に
は
政
治
体
制
を
も
律
す
る
と
い
う
包
括
的
な
性
格
を
も
つ

宗
教
で
あ
り
ま
す
。
イ
ス
ラ
ム
法
と
は
、
こ
の
よ
う
に
包
括
的
な

性
格
を
も
つ
イ
ス
ラ
ム
が
定
め
る
規
範
の
総
体
を
意
味
し
ま
す
。

こ
う
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
の
法
伝
統
と
は
異
な

り
、
世
俗
的
生
活
の
み
な
ら
ず
人
間
の
内
面
生
活
を
も
律
す
る
規

範
体
系
で
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
イ
ス
ラ
ム
法
の
法
学
上
の
定
義
に
つ
い
て
は
と
も
か

く
、
こ
と
そ
の
実
際
上
の
適
用
・
運
営
に
つ
い
て
と
な
る
と
、
わ

れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
な
根
本
的
疑
問
に
ぶ
つ
か
り
ま
す
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
疑
問
と
は
、
も
し
イ
ス
ラ
ム
法
が
世
俗
的
法
規
範
さ
ら

に
は
政
治
体
制
と
し
て
も
機
能
し
た
と
す
る
な
ら
ぱ
、
こ
の
機
能

の
現
実
で
の
有
効
性
を
保
証
し
た
も
の
、
つ
ま
り
「
法
」
の
執
行

主
体
は
誰
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
で
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の

も
、
裁
判
官
と
訳
さ
れ
る
力
ー
デ
ィ
ー
を
も
含
め
て
、
イ
ス
ラ
ム

法
学
者
で
あ
る
ウ
ラ
マ
ー
に
は
、
裁
定
・
判
決
を
下
す
権
威
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
現
実
で
の
執
行
を
強
制
し
、
そ
れ
に
従
わ
な
い
時

に
は
制
裁
を
加
え
る
権
カ
、
つ
ま
り
は
暴
力
装
置
を
も
っ
て
い
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。

イ
ス
ラ
ム
法
体
系
－
シ
ャ
リ
ー
ア
・
カ
ー
ヌ
ー
ン
・
ウ
ル
フ

　
そ
れ
で
は
、
イ
ス
ラ
ム
「
法
」
は
た
だ
単
な
る
抽
象
的
な
規
範

体
系
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
決
し
て
そ
う

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
イ
ス
ラ
ム

「
法
」
を
シ
ャ
リ
ー
ア
、
つ
ま
り
宗
教
的
な
ら
び
に
現
世
的
生
活

に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
守
る
べ
き
規
範
を
命
じ
た
狭
義
の
聖

法
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ム
法
だ
け
か
ら
な
る
法
体
系
と
み
る
と
こ
ろ

か
ら
生
じ
る
の
で
あ
り
、
ひ
と
た
ぴ
そ
れ
を
シ
ャ
リ
ー
ア
を
核
と

し
た
、
力
ー
ヌ
ー
ン
、
そ
し
て
ウ
ル
フ
を
も
包
括
す
る
多
元
的
・

重
層
的
法
体
系
と
み
る
な
ら
ぱ
、
異
な
る
解
釈
の
地
平
が
拓
か
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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こ
こ
で
力
ー
ヌ
ー
ン
と
は
、
国
家
を
定
立
者
と
し
、
統
治
の
必

要
か
ら
時
の
政
治
権
力
者
が
公
布
し
た
た
め
、
し
ば
し
ぱ
行
政
法

あ
る
い
は
世
俗
法
と
訳
さ
れ
る
一
群
の
法
規
範
で
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
ウ
ル
フ
は
、
ア
ー
ダ
と
も
呼
ば
れ
、
地
域
共
同
体
を
定
立
者

と
し
、
シ
ャ
リ
ー
ア
と
力
ー
ヌ
ー
ン
が
成
文
法
と
し
て
公
布
さ
れ

た
の
と
は
異
な
り
、
時
間
的
あ
る
い
は
地
域
的
に
限
定
さ
れ
た
法

領
歓
を
も
ち
、
そ
の
多
く
が
不
文
法
で
あ
っ
た
た
め
、
憤
行
あ
る

い
は
憤
習
と
訳
さ
れ
る
一
群
の
法
規
範
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ャ
リ
ー
ア
、
カ
ー
ヌ
ー
ン
、
ウ
ル
フ
の
三
つ

の
法
規
範
群
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
法
領
域
と
法
秩
序
を
も
っ
て

お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
法
学
上
の
定
義
は
と
も
か
く
、
こ

と
現
実
へ
の
適
用
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
三
つ
の
法
規
範
群
が
そ

れ
ぞ
れ
独
立
し
た
法
領
域
と
法
秩
序
を
も
つ
独
自
の
法
規
範
群
と

し
て
互
い
に
関
係
を
持
ち
合
う
こ
と
な
く
適
用
さ
れ
た
と
み
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
三
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に

固
有
の
「
秩
序
」
観
を
前
提
に
し
つ
つ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
合
い
補

う
形
で
一
つ
の
イ
ス
ラ
ム
社
会
「
秩
序
」
を
創
り
だ
し
て
い
た
か

ら
で
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
シ
ャ
リ
ー
ア
は
、
現
実
の
「
法
」
の
執
行
に
関
与
す

る
実
定
法
的
規
範
で
あ
る
以
上
に
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
聖
法
と
し

て
イ
ス
ラ
ム
社
会
の
普
遍
的
「
秩
序
」
理
念
を
握
供
す
る
規
範
体

系
な
の
で
あ
り
、
シ
ャ
リ
ー
ア
、
力
ー
ヌ
ー
ン
、
ウ
ル
フ
の
三
つ

の
法
規
範
群
は
こ
の
聖
法
と
し
て
の
シ
ャ
リ
ー
ア
に
よ
っ
て
深
く

関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。

　
言
葉
を
換
え
る
な
ら
ば
、
シ
ャ
リ
ー
ア
は
、
現
実
問
題
と
し
て
、

カ
ー
ヌ
ー
ン
と
ウ
ル
フ
の
助
力
な
し
に
は
社
会
の
秩
序
を
維
持
す

る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
規
範
で
も
う
て

裁
か
れ
る
次
の
三
つ
の
調
停
・
裁
判
機
関
、
手
続
き
が
存
在
し
た

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷
（
印
－
－

昌
ま
ぎ
昌
與
苧
争
彗
．
H
着
）
、
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
（
ヨ
喜
訂
昌
算

苧
ヨ
竃
警
昌
）
、
そ
し
て
血
の
復
讐
（
亭
凹
．
『
）
に
代
表
さ
れ
る
紛

争
調
停
慣
行
で
あ
り
ま
す
。

イ
ス
ラ
ム
司
法
制
度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
シ
ャ
リ
i
ア
法
廷
と
は
、
カ
リ
フ
、
つ
ま
り
国
家
が
任
命
し
た

裁
判
官
（
力
ー
デ
ィ
ー
）
に
よ
う
て
運
営
さ
れ
る
通
常
の
「
宗
教

裁
判
所
」
で
あ
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
法
廷
と
い
っ
て
も
、
裁
判

は
原
則
と
し
て
一
人
の
カ
ー
デ
ィ
ー
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
力
ー
デ
ィ
ー
は
国
家
の
任
命
に
か
か
り
ま
す
が
、
神
が
立
法
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（27）　イスラム政治における公正と秩序

者
で
あ
る
シ
ャ
リ
ー
ア
に
基
づ
い
て
、
民
事
訴
訟
で
あ
れ
刑
事
訴

訟
で
あ
れ
、
も
っ
ぱ
ら
民
間
レ
ペ
ル
の
係
争
を
扱
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
、
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷
は
原
則
的
に
は
国
家
権
力
と
は
一
線
を
画

す
る
機
関
で
あ
り
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
れ
に
対
し
て
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
と
は
、
一
種
の
「
行
政
裁
判

所
」
で
あ
り
、
通
常
の
「
宗
教
裁
判
所
」
と
は
独
立
し
て
開
設
さ

れ
、
世
俗
の
政
治
権
力
者
に
認
め
ら
れ
た
特
別
の
君
主
的
裁
判
権
、

つ
ま
り
は
カ
ー
ヌ
ー
ン
に
基
づ
い
て
、
そ
し
て
「
直
訴
」
と
い
う

法
慣
行
を
通
し
て
、
主
に
国
政
に
係
わ
る
公
的
性
格
を
も
つ
係
争

を
扱
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
法
廷
は
元
来
、
シ
ャ
リ
ー

ア
の
適
用
さ
れ
な
い
行
政
上
の
訴
え
を
処
理
す
る
機
関
で
あ
り
ま

し
た
が
、
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷
が
上
訴
の
た
め
の
上
級
裁
判
所
を
も

た
な
か
う
た
と
こ
ろ
か
ら
、
時
と
と
も
に
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷
の
い

わ
ぱ
控
訴
法
廷
と
し
て
、
シ
ャ
リ
ー
ア
法
廷
の
判
決
を
不
満
と
す

る
者
の
上
訴
を
も
審
理
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
紛
争
調
停
憤
行
と
は
血
縁
あ
る
い
は
地
縁
の
狭
い
人
間

集
団
の
な
か
で
、
ウ
ル
フ
に
基
づ
い
て
機
能
し
た
社
会
秩
序
シ
ス

テ
ム
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
代
表
が
、
イ
ス
ラ
ム
法
に
よ
っ

て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
血
の
復
警
で
す
。
こ
の
同
復
刑
の
慣
行
は
、

イ
ス
ラ
ム
以
前
の
ア
ラ
ブ
社
会
に
起
源
を
も
ち
ま
す
が
、
イ
ス
ラ

ム
以
後
に
お
い
て
も
、
国
家
の
公
権
力
が
及
ば
ず
、
シ
ャ
リ
ー
ア

法
廷
や
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
が
開
設
さ
れ
な
か
っ
た
地
方
、
あ
る
い

は
公
権
力
に
対
す
る
不
信
か
ら
、
紛
争
の
解
決
を
公
的
調
停
・
裁

判
機
関
に
頼
ら
な
か
っ
た
地
方
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
広
く

み
ら
れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
三
つ
の
調
停
・
裁
判
機
関
、
手
続
き
は

「
法
」
の
執
行
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
社
会
的
調
停
機

能
を
も
っ
て
お
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
同
時
に
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
の
は
、
シ
ャ
リ
ー
ア
、
カ
ー
ヌ
ー
ン
、
ウ
ル
フ
の
三
つ
の
法
規

範
群
の
関
係
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
三
つ
の
調
停
・
裁

判
機
関
、
手
続
き
も
、
互
い
に
関
係
・
補
完
し
合
い
つ
つ
イ
ス
ラ

ム
社
会
の
秩
序
維
持
機
能
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

す
。
こ
う
し
て
、
血
の
復
響
規
定
が
イ
ス
ラ
ム
法
に
取
り
入
れ
ら

れ
、
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
が
直
訴
の
手
続
き
を
通
し
て
シ
ャ
リ
ー
ア

法
廷
に
対
す
る
控
訴
法
廷
と
し
て
も
機
能
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

「
公
正
・
不
正
」
権

　
以
上
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
の
秩
序
維
持
を
担
っ
た
三
つ
の
法
規
群

と
、
そ
れ
に
対
応
し
た
三
つ
の
調
停
・
裁
半
機
関
　
手
続
き
を
指
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摘
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
聖
法
と
し
て
の
シ
ャ
リ
ー
ア
の
普
遍
的

な
理
念
に
よ
っ
て
互
い
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
示
し
ま

す
よ
う
に
、
い
わ
ぱ
上
か
ら
の
社
会
秩
序
規
範
の
体
系
化
で
あ
り
、

制
度
化
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ぱ
下
か
ら
、
あ
る
い
は
人
々
の
意
識
の

う
え
で
、
一
つ
の
社
会
秩
序
、
ま
た
は
昨
今
の
流
行
り
の
言
葉
を

使
え
ぱ
、
「
政
治
空
間
」
を
作
り
だ
し
て
い
た
の
が
イ
ス
ラ
ム
的

な
「
公
正
・
不
正
」
観
で
あ
り
ま
し
た
。
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は
、

「
公
正
」
を
ア
ド
ル
（
．
ぎ
一
）
、
「
不
正
」
を
ズ
ル
ム
（
昌
－
昌
）
と

呼
び
ま
す
。

　
一
神
教
の
伝
統
に
立
つ
イ
ス
ラ
ム
に
お
い
て
、
「
公
正
」
と
は
、

ま
ず
何
よ
り
も
神
の
正
義
と
恩
寵
を
意
味
し
ま
し
た
。
次
い
で
、

イ
ス
ヲ
ム
政
治
が
神
を
立
法
者
と
す
る
シ
ャ
リ
ー
ア
に
よ
る
統
治

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
力
ー
ヌ
ー
ン
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
行
政

の
根
本
理
念
で
も
あ
り
、
統
治
の
正
当
性
の
根
拠
で
も
あ
り
ま
し

た
。
二
の
こ
と
は
、
主
に
国
政
に
係
わ
る
公
的
性
格
を
も
つ
係
争

を
扱
っ
た
法
廷
が
マ
ザ
ー
リ
ム
（
昌
畠
豊
昌
）
、
つ
ま
り
ズ
ル
ム

（
昌
巨
）
と
同
義
の
単
語
を
冠
さ
れ
、
「
不
正
」
を
た
だ
し
、
「
公

正
」
を
回
復
す
る
機
関
と
さ
れ
た
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　
こ
れ
ら
は
神
学
、
法
学
書
の
な
か
に
み
ら
れ
る
「
公
正
」
観
で

あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
さ
ら
に
、
歴
史
書
、
と
り
わ
け
民
衆
の
暴

動
に
関
す
る
歴
史
記
述
の
な
か
に
は
、
も
う
一
つ
の
「
公
正
」
観

が
み
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
民
衆
の
抱
く
「
公
正
」
観

で
あ
り
、
彼
ら
が
日
常
生
活
に
お
い
て
享
受
し
て
き
た
既
得
権
益

を
保
証
す
る
ウ
ル
フ
、
す
な
わ
ち
憤
行
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
り

ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
お
け
る
「
公
正
」
は
多
義
的

な
観
念
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
過
去
も
現
在
も
変
わ
り
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
神
の
正
義
か
ら
統
治
の
正
統
性
、
さ
ら
に
は
民
衆

の
日
常
生
活
に
お
け
る
既
得
権
益
を
保
証
す
る
慣
行
ま
で
を
も
意

味
し
、
イ
ス
ヲ
ム
社
会
を
貫
く
秩
序
観
と
し
て
機
能
し
ま
し
た
。

そ
れ
故
に
、
「
公
正
」
観
と
は
イ
ス
ラ
ム
社
会
に
お
け
る
「
コ
モ

ン
・
セ
ン
ス
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
恩
わ
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
も
し
そ
れ
を
破
る
な
ら
ぱ
、
た
と
え
国
家
と
い
え

ど
も
、
社
会
的
制
裁
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
イ
ス
ラ
ム
政
治
論
、
と
り
わ
け
ス
ン
ナ
派
の
政
治
論
に
お
い
て

は
、
従
来
か
ら
、
「
革
命
」
思
想
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
論
が
、
先
に
指
摘
し

ま
し
た
よ
う
に
、
政
治
を
イ
ス
ラ
ム
理
念
の
実
践
の
た
め
の
手
段
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（29）　イスラム政治における公正と秩序

と
し
て
肯
定
的
に
捉
え
、
議
論
を
あ
る
べ
き
政
治
指
導
者
の
理
念

化
に
集
中
さ
せ
て
き
た
か
ら
で
す
。
問
題
は
、
政
治
を
い
か
に
良

く
す
る
か
で
は
な
く
、
良
い
政
治
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
で
あ

っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
「
公
正
」
と
い
う
秩
序
観
を
中
心
に
据
え
て
イ
ス
ラ

ム
政
治
を
見
直
し
て
み
る
と
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
論
に
は
「
革
命
」

思
想
が
希
薄
だ
と
い
う
従
来
の
議
論
は
、
一
面
的
に
す
ぎ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
公
正
」
観
は
、
そ
れ
が
一

神
教
的
価
値
観
を
背
景
に
も
つ
以
上
、
民
衆
の
法
意
識
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
国
家
さ
え
を
も
越
え
る
射
程
を
も
ち
、
そ
の
た
め
、

し
ば
し
ぱ
民
衆
に
と
っ
て
権
力
に
対
す
る
抵
抗
の
拠
点
と
な
り
得

た
の
で
す
。お

わ
り
に
あ
た
っ
て
；
己

　
私
は
本
日
の
話
に
お
い
て
、
イ
ス
ラ
ム
に
よ
る
政
治
は
「
法
に

よ
る
統
治
」
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
イ
ス
ラ
ム
政
治
は
、
す
く
な

く
と
も
原
理
的
に
み
る
限
り
、
政
治
権
力
も
イ
ス
ラ
ム
法
に
服
さ

ね
ぱ
な
ら
な
い
法
治
主
義
の
政
治
だ
か
ら
で
す
。
イ
ス
ラ
ム
政
治

は
こ
れ
ま
で
、
ウ
ェ
ー
パ
ー
の
「
カ
ー
デ
ィ
ー
裁
判
」
と
い
う
言

葉
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
統
治
に
お
け
る
形
式
合
理
性
の
欠
如
を

批
判
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
や
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
の
実

質
的
内
容
が
問
題
と
さ
れ
、
弾
劾
さ
れ
る
時
代
が
到
来
し
た
よ
う

で
す
。
そ
う
で
な
け
れ
ぱ
、
「
文
明
の
衝
突
」
な
ど
は
起
こ
り
得

な
い
で
し
ょ
う
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由

の
一
つ
は
明
ら
か
に
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
を
外
か
ら
観
察
す
る
者
た

ち
の
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
原
理
に
対
す
る
誤
解
、
「
偏
見
」
で
す
。

し
か
し
同
時
に
、
こ
の
点
に
関
し
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、

イ
ス
ラ
ム
政
治
を
実
践
す
る
当
事
者
た
ち
、
と
り
わ
け
イ
ス
ラ
ム

原
理
主
義
者
あ
る
い
は
復
興
主
義
者
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
人
た
ち
の

政
治
理
念
、
政
治
態
度
で
す
。

　
と
い
う
の
も
、
彼
ら
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
こ
そ
、
イ
ス
ラ
ム

法
が
支
配
的
な
規
範
た
り
得
て
い
な
い
現
在
の
情
況
の
な
か
で
、

イ
ス
ラ
ム
政
治
に
つ
い
て
の
形
式
的
な
議
論
に
あ
き
た
ら
ず
、
イ

ス
ラ
ム
政
治
の
実
質
的
内
容
を
改
め
て
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る

者
た
ち
だ
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
そ
の
作
業
を
、
「
公
正
」

観
を
キ
ー
・
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
行
う
て
い
る
の
で
す
。

　
つ
ま
り
、
彼
ら
に
と
っ
て
の
正
し
い
政
治
と
は
、
伝
統
的
な
イ

ス
ラ
ム
政
治
論
に
基
づ
き
つ
つ
も
、
彼
ら
が
現
在
、
日
常
生
活
の

な
か
で
直
面
し
て
い
る
苛
酷
な
歴
史
体
験
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
否
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定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
す
。
言
葉
を
換
え
る
な

ら
ぱ
、
彼
ら
の
行
動
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
「
不
正
」
な
現
状
を

打
破
す
る
た
め
の
抵
抗
運
動
な
の
で
す
。

　
こ
の
運
動
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
の
評
価
は
、
弾
劾
、
批
判
、
共

感
、
賛
同
と
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
得
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
ど
の
よ

う
な
評
価
を
下
す
に
せ
よ
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
原
理
と

し
て
の
イ
ス
ラ
ム
政
治
と
運
動
態
と
し
て
の
イ
ス
ラ
ム
政
治
と
は

異
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
す
。
二
言
で
述
ぺ
れ
ば
、
「
文
明
」
の
名
で
も
っ
て
イ

ス
ラ
ム
政
治
を
批
判
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

＊
　
本
稿
は
、
一
九
九
五
年
十
一
月
に
刊
行
予
定
の
拙
著
『
文
明
と
し

　
て
の
イ
ス
ラ
ム
ー
多
元
的
社
会
叙
述
の
試
み
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）

　
の
第
4
章
「
権
カ
」
の
内
容
の
一
部
を
、
イ
ス
ラ
ム
政
治
を
め
ぐ
る

昨
今
の
思
想
状
況
に
引
き
つ
け
て
、
公
開
講
座
向
け
に
分
か
り
や
す

　
く
（
？
）
書
き
改
め
た
も
の
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
政
治
の
原
理
に
つ

　
い
て
よ
り
詳
し
く
知
り
た
い
と
思
う
方
は
、
前
記
拙
著
を
参
照
し
て

い
た
だ
き
た
い
。

（
1
）
　
た
と
え
ぱ
、
蓮
實
重
彦
・
山
内
昌
之
編
『
文
明
の
衝
突
か
、
共

　
存
か
』
（
U
P
選
書
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）
な
ど
を

　
参
照
の
こ
と
。

（
2
）
　
M
・
K
・
ユ
ル
ゲ
ン
ス
マ
イ
ヤ
ー
（
阿
部
美
哉
訳
）
『
ナ
シ
目

　
ナ
リ
ズ
ム
の
世
俗
性
と
宗
教
性
↓
ざ
Z
O
峯
O
O
巨
ミ
胃
ご
（
玉
川

　
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
）

（
3
）
　
M
・
パ
コ
ー
（
坂
口
・
鷲
見
訳
）
『
テ
オ
ク
ラ
シ
ー
』
（
創
文
社

　
歴
史
学
叢
書
、
創
文
社
、
一
九
八
五
年
）

（
4
）
　
イ
ス
ラ
ム
政
治
論
の
性
格
を
知
る
の
に
、
以
下
の
よ
う
な
イ
ス

　
ラ
ム
政
治
論
の
古
典
に
当
た
る
に
し
く
は
な
い
。
ア
ル
ー
ー
マ
ー
ワ
ル

　
デ
ィ
ー
（
湯
川
武
訳
）
『
統
治
の
諸
規
則
』
1
－
W
（
『
イ
ス
ラ
ム
世

　
界
』
1
9
，
2
2
，
2
7
・
2
8
，
3
1
・
3
2
　
一
九
八
一
－
一
九
八
九
）

（
5
）
　
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

　
ア
ル
ー
－
マ
ー
ワ
ル
デ
ィ
ー
『
統
治
の
諸
規
則
』
皿
、
四
五
－
八
二
ぺ

　
ー
ジ
。
松
田
俊
道
「
マ
ム
ル
ー
ク
朝
時
代
の
マ
ザ
ー
リ
ム
法
廷
に
関

　
す
る
覚
書
」
（
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
3
3
・
3
4
　
一
九
九
〇
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

678




