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民
族
紛
争
や
宗
教
対
立
は
、
開
発
途

上
国
の
政
治
に
か
か
わ
る
報
道
や
研
究

に
お
い
て
非
常
に
重
視
さ
れ
て
き
た
ト

ピ
ッ
ク
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
同
時
に
そ

れ
は
、
今
日
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
他

人
事
で
は
な
い
。
尖
閣
諸
島
と
竹
島
の

領
有
権
問
題
を
き
っ
か
け
に
、「
民
族

問
題
」
を
身
近
に
感
じ
た
人
も
少
な
か

ら
ず
い
る
に
違
い
な
い
。

　

民
族
問
題
は
、
そ
の
社
会
的
・
政
治

的
重
要
性
が
容
易
に
、
直
感
的
に
感
じ

ら
れ
る
一
方
で
、
客
観
的
か
つ
論
理
的

に
把
握
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
問
題
で

も
あ
る
。
民
族
と
は
何
か
、
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
と
は
何
か
、
そ
れ
が
暴
力
や
民
主

主
義
や
経
済
発
展
と
ど
の
よ
う
に
関
係

す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

多
く
の
学
者
が
多
種
多
様
な
議
論
を
展

開
し
て
い
る
。
い
ま
か
ら
二
〇
年
近
く

前
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
か
か
わ
る
文
献

を
包
括
的
に
レ
ビ
ュ
ー
し
た
関
根
政
美

は
、
当
時
の
研
究
動
向
を
「
人
種
・
民

族
・
エ
ス
ニ
ッ
ク
理
論
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
」

と
表
現
し
た
（
関
根
一
九
九
四
）。
そ

の
後
も
研
究
蓄
積
が
進
む
一
方
で
統
一

的
な
見
方
が
確
立
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
か
ら
、
改
め
て
議
論
を
整
理
し
て
お

く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

政
治
学
で
は
、
公
的
権
力
の
構
成
と

意
思
決
定
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら
─
す

な
わ
ち
「
政
治
」─
に
お
い
て
、
エ
ス

ニ
ッ
ク
集
団
が
関
与
す
る
現
象
を
一
般

に
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
か

エ
ス
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
と
呼
ぶ
。
本
稿

で
は
、近
年
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
研
究
の
知
見
を
整
理
し
て
紹
介
し

た
い
。
関
連
文
献
は
膨
大
な
数
に
の
ぼ

る
た
め
、
こ
の
小
論
で
で
き
る
こ
と
は

限
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
開
発
途
上
国

の
政
治
研
究
で
頻
繁
に
扱
わ
れ
る
ト

ピ
ッ
ク
で
あ
る
紛
争
と
民
主
主
義
の
安

定
性
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
重
要
な
文

献
に
対
象
を
絞
る
。
と
り
わ
け
、
近
年

こ
の
分
野
の
研
究
者
の
あ
い
だ
で
共
有

さ
れ
つ
つ
あ
る
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
社

会
関
係
に
お
け
る
不
確
実
性
低
減
の
た

め
の
ツ
ー
ル
と
み
な
す
論
者
た
ち
の
議

論
に
重
点
を
置
く
。

一
．
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
紛
争

　

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
関

す
る
研
究
の
や
っ
か
い
な
と
こ
ろ
は
、

議
論
の
出
発
点
と
な
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

の
定
義
に
つ
い
て
確
か
な
合
意
が
な
い

こ
と
で
あ
る
。
あ
る
程
度
議
論
が
進
ん

だ
か
と
思
う
と
基
礎
を
掘
り
起
こ
し
に

か
か
る
学
者
が
登
場
し
、
誤
っ
た
認
識

の
う
え
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
理
論
は
す

べ
て
無
効
だ
と
宣
言
す
る
。
そ
ん
な
こ

と
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
だ
か
ら
、

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
も
と
づ
く
社
会
の
亀

裂
が
暴
力
的
な
紛
争
を
引
き
起
こ
し
た

り
民
主
主
義
を
崩
壊
さ
せ
た
り
低
開
発

の
原
因
に
な
っ
た
り
す
る
と
い
う
説
が

あ
る
一
方
で
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
重
要

で
は
な
い
と
述
べ
る
専
門
家
も
い
る

（C
h
an

d
ra 2

0
0
6

）。

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
ば
が
具

体
的
に
何
を
指
す
の
か
、
と
い
う
点
は

比
較
的
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
言
語
や

宗
教
、
部
族
、
人
種
、
国
籍
、
カ
ー
ス

ト
が
、
ま
と
め
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
呼

ば
れ
る
（H

o
ro

w
itz 1

9
8
5

）。
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
と
は
、
こ
れ
ら
を
覆
う
傘
の

よ
う
な
概
念
だ
と
い
え
る
。
何
が
覆
わ

れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
お
お
よ
そ
の
共

通
了
解
が
あ
る
も
の
の
、
覆
っ
て
い
る

物
の
正
体
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
た
と

え
ば
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
と
は
出
自
を

と
も
に
す
る
人
び
と
の
集
団
だ
と
い
う

有
力
な
考
え
方
が
あ
る
が
、
一
方
で
現

実
に
は
、
Ａ
民
族
の
子
と
し
て
生
れ
落

ち
た
人
が
後
に
Ｂ
民
族
の
メ
ン
バ
ー
に

な
る
と
い
う
現
象
が
あ
る
。
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
と
呼
ば
れ
る
人
間
の
い
く
つ
か
の

属
性
の
う
ち
に
、
共
通
す
る
何
か
が
あ

る
の
は
間
違
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ

の
何
か
が
何
な
の
か
を
厳
密
に
定
め
る

の
は
思
い
の
ほ
か
難
し
い
。
こ
れ
は
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
で
あ
り
、
そ
れ
は
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
区

別
す
る
マ
ー
カ
ー
と
し
て
の
定
義
に
つ

い
て
は
、こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
ず
、

単
に
言
語
や
宗
教
、
部
族
、
人
種
、
国

エ
ス
ニ
ッ
ク・ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
研
究
の
現
在

中
村
正
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籍
、
カ
ー
ス
ト
の
総
称
と
し
て
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
こ
と
に

し
た
い
。

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
政
治
と
ど
う
か
か

わ
る
か
と
い
う
観
点
に
お
い
て
重
要
な

の
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
は
本
質
的
に

ど
ん
な
性
質
が
あ
る
か
、
と
い
う
意
味

で
の
「
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
何
か
」
と

い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ

人
は
あ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
成
員
と

し
て
自
己
を
認
識
す
る
の
か
。
ま
た
、

あ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
成
員
と
し
て

の
自
覚
は
、
人
の
行
動
に
ど
の
よ
う
な

傾
向
を
も
た
ら
す
の
か
。
以
下
で
は
、

紛
争
と
の
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
近

年
改
め
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
再
定
義
を

試
み
た
ヘ
イ
ル
の
整
理
（H

ale 

2
0
0
8

）
に
沿
っ
て
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

と
紛
争
と
の
か
か
わ
り
が
ど
の
よ
う
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
か
を
紹
介
す
る
。

　

た
だ
し
そ
の
前
に
、
紛
争
と
い
う
用

語
の
意
味
に
つ
い
て
も
ひ
と
こ
と
注
釈

を
加
え
て
お
き
た
い
。
紛
争
と
い
う
こ

と
ば
は
、
と
く
に
民
族
と
い
う
こ
と
ば

と
結
び
つ
く
と
、
大
勢
の
人
間
が
か
か

わ
る
大
規
模
な
暴
力
を
連
想
さ
せ
る
。

こ
こ
で
は
よ
り
広
い
意
味
で
、
暴
力
を

と
も
な
わ
な
い
利
害
対
立
も
含
め
て
紛

争
と
呼
ぶ
。
紛
争
の
様
態
と
調
停
の
仕

方
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

が
あ
る
。
国
家
の
資
源
を
め
ぐ
る
利
害

対
立
が
代
議
制
を
通
じ
て
調
整
さ
れ
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、
一
方
の
集
団
が
完
全

に
疲
弊
す
る
ま
で
互
い
に
暴
力
を
ふ
る

い
続
け
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
な
広
い
意
味
で
の

紛
争
に
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
ど
う
か
か

わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
イ
ル
の
整
理
に

よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
の
研
究
は
、
二
種
類
に

大
別
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
、
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
自
体
が
紛
争
を
招
く
よ
う
な
動
機

を
人
び
と
に
与
え
る
と
み
る
も
の
で
、

も
う
ひ
と
つ
は
、
権
力
や
物
質
的
利
益

に
対
す
る
欲
望
と
い
っ
た
別
種
の
動
機

が
人
び
と
に
集
団
の
一
員
と
し
て
の
行

動
を
取
ら
せ
る
と
み
る
も
の
で
あ
る
。

ヘ
イ
ル
は
、
前
者
を
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の

紛
争
誘
因
理
論
（eth

n
icity-as-co

n
-

flictu
al th

eo
ries

）、
後
者
を
付
随

現
象
理
論
（eth

n
icity-as-ep

ip
h
e-

n
o
m

en
al th

eo
ries

）
と
名
付
け
た
。

そ
の
う
え
で
彼
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ

リ
テ
ィ
ク
ス
へ
の
第
三
の
ア
プ
ロ
ー
チ

と
し
て
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
理
論
（rela-

tio
n
al th

eo
ry

）
を
提
示
し
た
。
リ

レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
理
論
は
、
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
を
社
会
関
係
に
お
け
る
不
確
実
性

を
低
減
し
て
合
理
的
な
利
益
追
求
行
動

を
可
能
に
す
る
道
具
と
み
な
し
、
事
後

に
展
開
さ
れ
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ

テ
ィ
ク
ス
を
利
益
を
め
ぐ
る
政
治
と
捉

え
る
見
方
で
あ
る
。
で
は
、
三
種
の
議

論
を
簡
単
に
み
て
み
よ
う
。

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
紛
争
誘
因
理
論
と

は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
成
員
に
と
っ

て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
そ
の
も
の
が
価
値
の

源
泉
に
な
っ
て
い
る
と
み
る
一
群
の
研

究
を
指
す
。
ヘ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
と
紛
争
と
の
結
び
つ
き
の
強

さ
を
ど
の
程
度
の
も
の
と
み
る
か
に

よ
っ
て
、
紛
争
誘
因
理
論
は
ハ
ー
ド
、

ソ
フ
ト
、
ウ
ル
ト
ラ
ソ
フ
ト
の
三
種
に

分
け
ら
れ
る
。

　

ハ
ー
ド
理
論
は
、エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
、

自
尊
心
や
帰
属
意
識
を
求
め
る
人
間
の

根
源
的
な
欲
求
に
根
ざ
し
た
も
の
と
み

な
す
。
こ
の
タ
イ
プ
の
理
論
で
は
、
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
が
個
人
に
も
た
ら
す
価
値

は
相
対
的
な
性
質
の
も
の
と
み
な
さ
れ

る
。
人
間
の
自
尊
心
や
帰
属
意
識
は
、

ほ
か
の
集
団
よ
り
も
相
対
的
に
優
れ
た

集
団
の
一
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
満

た
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ

る
。
人
間
が
、
自
身
の
所
属
す
る
エ
ス

ニ
ッ
ク
集
団
が
ほ
か
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集

団
に
対
し
て
優
越
的
な
地
位
に
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
尊
心
を
満
た
し
、
劣
位

に
あ
れ
ば
不
満
や
脅
威
を
感
じ
る
の
だ

と
し
た
ら
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
違
い
は

必
然
的
に
集
団
間
の
利
害
対
立
を
招
く

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
ソ
フ
ト
理
論
は
、
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
が
成
員
に
も
た
ら
す
価
値
を
絶
対

的
な
性
質
の
も
の
と
み
な
す
。
た
と
え

ば
、
言
語
Ａ
の
話
者
に
と
っ
て
言
語
Ａ

を
教
授
語
と
し
て
使
用
す
る
学
校
制
度

は
、
彼
ら
の
生
活
様
式
に
合
致
す
る
が

ゆ
え
に
価
値
が
あ
る
と
い
っ
た
見
方
で

あ
る
。
あ
る
文
化
を
共
有
す
る
人
び
と

が
、
か
れ
ら
の
生
活
様
式
に
合
っ
た
政

策
や
制
度
を
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ

が
文
化
を
異
に
す
る
集
団
と
の
利
害
対

立
を
引
き
起
こ
す
と
は
限
ら
な
い
。
だ

か
ら
ヘ
イ
ル
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方

を
ハ
ー
ド
理
論
と
の
対
比
の
う
え
で
ソ

フ
ト
理
論
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
で
も
、
エ

ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
成
員
は
文
化
的
に
排

他
的
な
公
共
財
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る

か
ら
、
や
は
り
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
集
団

間
の
利
害
対
立
を
引
き
起
こ
し
が
ち
だ

と
み
な
さ
れ
る
。

　

ウ
ル
ト
ラ
ソ
フ
ト
理
論
は
、
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
を
人
間
の
本
性
や
文
化
そ
の
も

の
に
根
ざ
す
も
の
と
は
み
な
さ
ず
、
意

識
の
問
題
と
捉
え
る
。こ
の
考
え
方
は
、

次
の
こ
と
ば
に
端
的
に
表
さ
れ
て
い

る
。「
二
人
の
男
は
、
も
し
、
か
れ
ら

が
お
互
い
を
同
じ
民
族
に
属
し
て
い
る

と
認
知
す
る
場
合
に
、
そ
し
て
そ
の
場

合
に
の
み
、同
じ
民
族
に
属
す
る
。（
中

略
）
あ
る
範
疇
の
人
び
と
を
民
族
へ
と

変
え
て
い
く
の
は
、
お
互
い
が
そ
の
よ

う
な
仲
間
で
あ
る
と
い
う
認
知
で
あ
っ
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て
、
何
で
あ
れ
、
か
れ
ら
を
メ
ン
バ
ー

以
外
の
人
び
と
か
ら
区
別
す
る
よ
う
な

他
の
共
通
す
る
属
性
で
は
な
い
の
で
あ

る
」（
ゲ
ル
ナ
ー
二
〇
〇
〇
、
一
二
）。

構
成
主
義
（co

n
stru

ctivism

）
と
呼

ば
れ
る
こ
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
ネ
イ

シ
ョ
ン
や
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
観
念

は
、
産
業
化
や
出
版
技
術
の
発
展
、
植

民
地
支
配
と
い
っ
た
歴
史
的
経
験
を
通

じ
て
形
成
さ
れ
る
。

　

で
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
は
な
ぜ
紛

争
を
招
き
が
ち
な
も
の
と
し
て
構
成
さ

れ
る
の
か
。
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
代
表

的
論
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
ゲ
ル
ナ
ー
の

主
張
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
産

業
化
は
社
会
的
流
動
性
と
高
度
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
を
必
要
と
す

る
た
め
に
、
前
者
の
結
果
と
し
て
平
等

主
義
を
、
後
者
の
結
果
と
し
て
文
化
的

同
質
性
を
社
会
に
も
た
ら
す
。
し
か
し

産
業
化
の
初
期
段
階
で
は
、
平
等
へ
の

期
待
は
高
ま
る
が
現
実
に
は
き
わ
だ
っ

た
不
平
等
が
生
じ
、
文
化
的
同
質
性
は

希
求
さ
れ
る
が
実
現
し
な
い
た
め
に
政

治
的
緊
張
が
高
ま
る
。
産
業
化
し
つ
つ

あ
る
社
会
で
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
か
つ
て
な
い
重
要
性
を
も
つ
た
め

に
、
特
権
的
な
人
び
と
と
非
特
権
的
な

人
び
と
と
を
分
け
る
識
別
マ
ー
ク
と
し

て
言
語
な
ど
の
文
化
が
し
ば
し
ば
利
用

さ
れ
る
（
ゲ
ル
ナ
ー
二
〇
〇
〇
）。

　

ヘ
イ
ル
の
い
う
ウ
ル
ト
ラ
ソ
フ
ト
理

論
に
お
け
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
捉
え
方

が
構
成
主
義
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し

て
、
ハ
ー
ド
理
論
と
ソ
フ
ト
理
論
の
そ

れ
は
原
初
主
義
（p

rim
o
rd

ialism

）

と
一
般
に
呼
ば
れ
る
。
原
初
主
義
が
、

心
理
学
の
知
見
に
裏
付
け
ら
れ
た
人
間

の
本
性
に
対
す
る
考
察
か
ら
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
の
特
質
を
導
こ
う
と
す
る
の
に
対

し
、
構
成
主
義
は
も
っ
ぱ
ら
歴
史
の
解

釈
を
通
じ
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
何
か

を
論
じ
て
き
た
。
ア
プ
ロ
ー
チ
が
ま
っ

た
く
異
な
る
か
ら
、
原
初
主
義
の
ハ
ー

ド
理
論
、
ソ
フ
ト
理
論
と
構
成
主
義
の

ウ
ル
ト
ラ
ソ
フ
ト
理
論
で
は
、
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
の
起
源
の
捉
え
方
に
大
き
な
違

い
が
あ
る
。
そ
れ
で
も
両
者
は
、
エ
ス

ニ
ッ
ク
集
団
の
成
員
が
共
通
の
利
益
を

も
ち
、
そ
れ
ゆ
え
異
な
る
エ
ス
ニ
ッ
ク

集
団
の
成
員
と
の
あ
い
だ
で
利
害
対
立

が
生
じ
る
傾
向
が
あ
る
と
考
え
る
点
で

は
共
通
し
て
い
る
。

　

他
方
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
付
随
現
象

理
論
と
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
そ
の
も
の

に
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
間
の
紛
争
を
導

く
よ
う
な
性
質
は
な
い
と
考
え
、
権
力

や
経
済
的
利
益
な
ど
の
価
値
を
追
求
す

る
た
め
の
手
段
と
し
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ

が
利
用
さ
れ
て
い
る
と
み
る
一
群
の
研

究
の
こ
と
で
あ
る
。
典
型
的
に
は
、
一

見
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
の
よ
う
に
み
え
る

大
規
模
な
暴
力
的
紛
争
は
、
実
は
エ

リ
ー
ト
間
の
権
力
闘
争
が
拡
張
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
間
の

怨
恨
や
利
害
対
立
に
起
因
す
る
も
の
で

は
な
い
と
論
じ
る
文
献
を
指
す
。
民
族

紛
争
と
み
ら
れ
が
ち
な
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ

ビ
ア
の
紛
争
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
紛

争
は
セ
ル
ビ
ア
と
ク
ロ
ア
チ
ア
の
保
守

派
政
治
家
が
民
主
化
要
求
勢
力
の
弱
体

化
を
も
く
ろ
ん
で
仕
組
ん
だ
も
の
だ
と

す
る
ギ
ャ
グ
ノ
ン
の
議
論
は
、
こ
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
典
型
例
と
い
え
る
（G

ag-

n
o
n
 2

0
0
4

）。
ま
た
、
一
九
九
〇
年

代
の
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
紛
争
を
、
政

治
エ
リ
ー
ト
間
の
権
力
闘
争
が
パ
ト
ロ

ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
で
結
ば
れ
た

人
び
と
を
巻
き
込
ん
で
大
衆
化
し
た
も

の
と
み
る
武
内
も
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争

を
エ
リ
ー
ト
間
権
力
闘
争
の
付
随
現
象

と
み
な
し
て
い
る
（
武
内
二
〇
〇
九
）。

ギ
ャ
グ
ノ
ン
は
同
一
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団

内
部
で
急
進
派
に
よ
る
穏
健
派
の
迫
害

が
生
じ
た
こ
と
を
、武
内
は
パ
ト
ロ
ン
・

ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
が
一
部
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
の
枠
を
越
え
て
構
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
強
調
し
、
こ
れ
ら
の
紛
争
は
エ

ス
ニ
ッ
ク
集
団
間
の
衝
突
で
は
な
い
と

指
摘
し
た
。
権
力
闘
争
の
手
段
と
し
て

エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
が
意
図
的
に
引
き
起

こ
さ
れ
る
の
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な

く
、イ
ン
ド
で
頻
発
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・

ム
ス
リ
ム
紛
争
も
そ
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
し
（B

rass 

1
9
9
7
; W

ilkin
so

n
 2

0
0
4

）、
一
般

に
民
主
化
の
途
上
で
は
こ
う
し
た
紛
争

が
起
き
や
す
い
と
も
い
わ
れ
る
（S

ny-

d
er 2

0
0
0

）。

　

冷
戦
終
結
後
に
頻
発
し
た
大
規
模
な

暴
力
的
紛
争
は
、
当
時
の
報
道
な
ど
で

し
ば
し
ば
、
長
ら
く
強
権
的
な
国
家
に

よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
た
エ
ス
ニ
ッ
ク

集
団
間
の「
い
に
し
え
か
ら
の
憎
し
み
」

が
国
家
の
弱
体
化
に
と
も
な
っ
て
噴
出

し
た
も
の
だ
と
語
ら
れ
た
。
こ
う
し
た

語
り
は
、
ヘ
イ
ル
の
い
う
ハ
ー
ド
理
論

の
考
え
方
に
近
い
。
付
随
現
象
理
論
は

こ
れ
に
異
を
唱
え
、
多
数
の
犠
牲
者
を

出
し
た
紛
争
が
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
違
い

か
ら
必
然
的
に
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
示
し
た
。
内
戦
や
テ
ロ
の
よ
う

な
暴
力
的
紛
争
を
生
む
要
因
と
し
て

は
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
経
済
的
条
件
が

考
え
ら
れ
る
う
え
、
ゲ
リ
ラ
戦
に
適
し

た
地
形
か
否
か
と
い
っ
た
こ
と
も
関
係

し
て
く
る
（F

earo
n
 an

d
 L

atin
 

2
0
0
3

）。
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
違
い
は

必
要
条
件
で
も
十
分
条
件
で
も
な
い
。

そ
の
こ
と
を
示
し
た
付
随
現
象
理
論
に

は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。

　

た
だ
し
一
方
で
は
、
重
大
な
疑
問
も

残
さ
れ
て
い
る
。
大
衆
を
権
力
闘
争
に

動
員
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
階
級

エスニック・ポリティクス研究の現在
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な
ど
そ
の
他
の
社
会
的
亀
裂
で
は
な

く
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
頻
繁
に
用
い
ら

れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
ま
た
パ
ト

ロ
ン
・
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
関
係
が
、
も
っ

ぱ
ら
同
じ
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
成
員
を

主
軸
に
構
築
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う

か
。
大
規
模
な
暴
力
的
紛
争
の「
本
質
」

を
エ
リ
ー
ト
の
権
力
闘
争
に
見
出
す
議

論
で
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
自
体
を
紛
争

の
要
因
と
み
る
説
を
否
定
す
る
こ
と
に

し
ば
し
ば
力
点
が
お
か
れ
、
権
力
闘
争

が
エ
ス
ニ
ッ
ク
紛
争
の
様
相
を
帯
び
る

に
い
た
っ
た
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題

は
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

ヘ
イ
ル
は
、
三
種
の
紛
争
要
因
理
論

と
付
随
現
象
理
論
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
が
中
心
的
に
扱
う
特
定
の
現
象
に
つ

い
て
は
う
ま
く
説
明
で
き
る
一
方
、
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
の
一
般
理
論
と
し
て
は
い

ず
れ
も
欠
点
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
そ

の
う
え
で
彼
は
、
社
会
心
理
学
の
知
見

に
も
と
づ
い
て
、
人
間
が
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
の
は
社
会
関
係
に
お

け
る
不
確
実
性
を
低
減
す
る
た
め
で
あ

り
、エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
不
確
実
性
を
低
減
す
る
う
え
で
き
わ

だ
っ
て
便
利
な
性
質
を
も
つ
た
め
に
頻

繁
に
利
用
さ
れ
る
の
だ
と
主
張
し
た
。

　

合
理
的
に
利
益
を
追
求
し
た
り
感
情

的
な
行
動
を
と
っ
た
り
す
る
の
に
先

だ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
世
界
と
自

ら
の
置
か
れ
た
状
況
と
を
把
握
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
社
会

関
係
は
複
雑
で
他
人
の
考
え
や
行
動
は

予
測
し
づ
ら
く
、
わ
れ
わ
れ
の
認
知
能

力
に
は
限
り
が
あ
る
。
他
者
を
い
く
つ

か
の
集
団
に
分
類
し
自
身
を
な
ん
ら
か

の
集
団
の
一
員
と
し
て
認
識
す
る
こ

と
、
つ
ま
り
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も

つ
こ
と
は
、
世
界
の
複
雑
性
を
縮
減
し

不
確
実
性
を
低
減
す
る
た
め
に
必
須
の

手
段
で
あ
る
。
服
装
や
ふ
る
ま
い
、
身

体
的
特
徴
な
ど
識
別
し
や
す
い
マ
ー

カ
ー
と
し
て
表
象
さ
れ
る
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
に
は
、自
他
の
区
別
を
明
瞭
に
し
、

同
胞
と
運
命
を
共
に
し
て
い
る
と
い
う

感
覚
を
喚
起
し
、
し
ば
し
ば
職
業
や
社

会
的
地
位
な
ど
そ
の
他
の
重
要
な
社
会

的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
重
複
す
る
と
い
う
性

質
が
あ
る
。ゆ
え
に
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
、

わ
れ
わ
れ
が
社
会
関
係
の
不
確
実
性
を

低
減
す
る
う
え
で
、
い
つ
で
も
簡
単
に

利
用
で
き
、
階
級
や
ジ
ェ
ン
ダ
ー
な
ど

別
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
よ
り
幅
広
い
使
い

道
の
あ
る
ツ
ー
ル
と
し
て
機
能
す
る
。

だ
か
ら
こ
そ
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
、
利
益

を
め
ぐ
る
政
治
に
先
だ
っ
て
、
不
確
実

性
を
下
げ
る
た
め
の
道
具
と
し
て
頻
繁

に
選
択
さ
れ
る
。
そ
の
後
に
行
わ
れ
る

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
は
、
合

理
的
な
利
益
追
求
行
動
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
を
区
別
し
、
前
者

を
無
意
識
に
行
わ
れ
る
不
確
実
性
低
減

の
プ
ロ
セ
ス
、
後
者
を
合
理
的
に
行
わ

れ
る
利
益
追
求
の
プ
ロ
セ
ス
と
捉
え
る

自
説
を
、
ヘ
イ
ル
は
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル

理
論
と
名
付
け
た
。

　

ヘ
イ
ル
の
提
唱
す
る
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ

ル
理
論
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
そ
の
も
の

に
固
有
の
価
値
は
な
い
と
考
え
る
点
で

は
付
随
現
象
理
論
と
同
じ
で
あ
る
。
し

か
し
、
政
治
的
な
行
為
に
先
立
っ
て
、

社
会
関
係
の
不
確
実
性
を
低
減
す
る
た

め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が

用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
に
行
わ

れ
る
利
益
を
め
ぐ
る
政
治
は
エ
ス
ニ
ッ

ク
集
団
間
の
競
合
と
調
整
と
い
う
性
質

を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
エ
ス
ニ
ッ
ク

集
団
間
の
政
治
的
競
合
の
源
泉
を
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
自
体
に
見
出
す
か
否
か
と
い

う
重
要
な
相
違
点
は
あ
る
も
の
の
、
紛

争
要
因
理
論
と
同
じ
く
、
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
の
効
能
を
不
確
実
性
低
減
に
見
出

す
議
論
も
ま
た
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の

成
員
が
共
通
の
利
益
を
も
ち
他
者
と
競

合
す
る
と
み
て
い
る
。

二
．�
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と

民
主
主
義
の
安
定

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
社
会
関
係
に
お
け

る
不
確
実
性
低
減
の
た
め
の
情
報
ツ
ー

ル
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
見
方

は
、
近
年
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
テ
ィ

ク
ス
研
究
に
お
い
て
共
有
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
、
紛
争
調
停
の
ひ
と
つ
の
形
態
と

し
て
の
民
主
主
義
の
安
定
性
と
エ
ス
ニ

シ
テ
ィ
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
見

方
を
刷
新
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
新
し
い

研
究
潮
流
を
紹
介
す
る
前
に
、
ま
ず
は

従
来
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
民
主
主
義
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
と
考
え
ら

れ
て
き
た
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
も
と
づ
く
社
会
的

亀
裂
は
民
主
主
義
を
不
安
定
に
す
る
た

め
、
多
民
族
社
会
で
民
主
主
義
を
定
着

さ
せ
る
に
は
特
別
な
制
度
上
の
工
夫
が

必
要
だ
と
長
ら
く
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　

選
挙
に
よ
っ
て
統
治
者
を
決
め
る
民

主
主
義
で
は
、必
ず
敗
者
が
生
ま
れ
る
。

敗
者
は
な
ぜ
敗
北
を
受
け
い
れ
て
民
主

主
義
の
制
度
に
し
た
が
う
の
か
。
プ

シ
ェ
ヴ
ォ
ル
ス
キ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は

次
の
選
挙
で
は
勝
て
る
か
も
知
れ
な
い

か
ら
だ
。
負
け
を
認
め
て
次
の
選
挙
に

賭
け
る
と
い
う
戦
略
の
期
待
利
得
が
、

反
乱
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
利
得
を
上
回

る
と
き
、
敗
者
は
民
主
主
義
を
認
め
る

（P
rzew

o
rski 1

9
9
1

）。
し
か
し
、

も
し
多
数
派
と
少
数
派
を
分
か
つ
亀
裂

が
宗
教
や
人
種
の
差
異
だ
と
し
た
ら
、

少
数
派
が
過
半
数
票
を
得
る
可
能
性
は

な
い
。
プ
シ
ェ
ヴ
ォ
ル
ス
キ
の
議
論
に
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し
た
が
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
条
件
下
で

は
民
主
主
義
は
安
定
し
得
な
い
。

　

も
ち
ろ
ん
現
実
に
は
、
政
権
を
獲
得

で
き
な
い
少
数
派
が
つ
ね
に
反
乱
を
起

こ
す
わ
け
で
は
な
い
。
多
数
派
の
側
に

も
、
少
数
派
の
利
益
に
配
慮
す
る
動
機

が
あ
る
か
ら
だ
。
露
骨
な
「
多
数
者
の

専
制
」
が
少
数
民
族
の
テ
ロ
や
内
戦
を

招
く
と
し
た
ら
、
多
数
派
民
族
も
深
刻

な
被
害
を
被
る
。
武
力
紛
争
に
い
た
ら

な
く
と
も
、
少
数
派
の
資
本
逃
避
が
お

き
て
甚
大
な
経
済
的
損
失
が
生
じ
る
か

も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
多

数
派
が
認
識
し
て
実
際
に
少
数
派
の
権

利
を
保
障
す
る
な
ら
、
少
数
派
の
側
も

選
挙
に
勝
て
な
い
か
ら
と
い
っ
て
反
乱

や
海
外
逃
避
と
い
う
コ
ス
ト
の
高
い
選

択
を
す
る
必
要
は
な
い
。

　

し
か
し
一
方
で
は
、
統
治
者
が
被
治

者
の
権
利
を
守
る
と
約
束
し
て
も
、
そ

の
約
束
を
履
行
す
る
と
は
限
ら
な
い
と

い
う
問
題
が
あ
る
。
合
意
の
不
履
行
を

防
止
す
る
有
効
な
仕
組
み
が
な
く
、
事

後
の
機
会
主
義
的
行
動
の
可
能
性
が
排

除
で
き
な
い
な
ら
、
そ
も
そ
も
合
意
を

成
立
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
こ

の
よ
う
な
問
題
は
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問

題
と
呼
ば
れ
る
。
多
数
派
が
コ
ミ
ッ
ト

メ
ン
ト
問
題
を
解
決
で
き
な
い
と
、
少

数
派
の
反
乱
や
離
脱
の
リ
ス
ク
が
高
ま

る
（F

earo
n
 1

9
9
4

）。

　

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
問
題
の
解
決
が
エ

ス
ニ
ッ
ク
集
団
間
の
信
頼
醸
成
の
鍵
に

な
る
と
主
張
し
た
ワ
イ
ン
ガ
ス
ト
は
、

エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
が
た
が
い
に
相
手
の

権
利
を
認
め
る
と
約
束
す
る
と
き
、
三

つ
の
制
度
が
約
束
の
信
頼
性
を
支
え
る

と
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
⑴
他
の
エ
ス

ニ
ッ
ク
集
団
と
協
力
す
る
政
党
が
有
利

に
な
る
よ
う
な
選
挙
制
度
、
⑵
あ
ら
か

じ
め
定
め
ら
れ
た
方
式
に
も
と
づ
く
国

家
資
源
の
配
分
、
⑶
相
互
拒
否
権
、
の

三
点
で
あ
る
（W

ein
gast 1

9
9
8

）。

い
ず
れ
も
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
も
と
づ

く
根
深
い
対
立
を
抱
え
る
社
会
で
安
定

し
た
民
主
主
義
を
実
現
す
る
た
め
に
必

要
な
制
度
上
の
工
夫
と
し
て
、
こ
の
分

野
の
専
門
家
の
あ
い
だ
で
長
ら
く
議
論

さ
れ
て
き
た
措
置
で
あ
る
（H

o
ro

w
itz 

1
9
9
1
; L

ijp
h
art 1

9
7
7

）。

　

こ
う
し
た
従
来
の
議
論
は
、
エ
ス

ニ
ッ
ク
集
団
を
容
易
に
は
変
わ
ら
な
い

も
の
と
み
る
認
識
に
基
づ
い
て
い
る
。

一
方
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
不
確
実
性
低

減
の
た
め
の
ツ
ー
ル
と
み
な
す
議
論
で

は
、
政
治
的
な
利
益
を
共
有
す
る
集
団

と
し
て
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団
の
脆
さ
、

移
ろ
い
や
す
さ
が
強
調
さ
れ
る
。

　

エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
情
報
ツ
ー
ル
と
み

な
す
な
ら
、
政
治
的
な
利
益
を
共
有
す

る
集
団
と
し
て
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
集
団

は
、
二
つ
の
理
由
で
脆
い
存
在
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
う
ち
、
ど
れ
が
政
治
に

お
け
る
情
報
ツ
ー
ル
と
し
て
有
効
か
は

環
境
次
第
で
変
化
す
る
。
多
民
族
社
会

に
は
、
多
く
の
場
合
、
言
語
や
宗
教
・

宗
派
、
人
種
、
部
族
な
ど
複
数
の
エ
ス

ニ
ッ
ク
な
亀
裂
が
存
在
す
る
。
ど
の
亀

裂
が
不
確
実
性
低
減
の
ツ
ー
ル
と
し
て

活
用
さ
れ
る
か
は
、
政
治
的
競
合
の
様

態
を
定
め
る
諸
要
因
、
と
り
わ
け
政
治

制
度
に
よ
っ
て
変
化
し
う
る
。

　

例
え
ば
ザ
ン
ビ
ア
で
は
、
一
党
制
の

時
代
に
は
政
治
家
に
と
っ
て
部
族
に
も

と
づ
く
動
員
が
お
も
な
支
持
調
達
手
法

だ
っ
た
が
、
複
数
政
党
制
に
移
行
す
る

と
言
語
に
も
と
づ
く
動
員
が
主
流
に

な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た

の
は
、
ポ
ズ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
政
治
家

と
有
権
者
の
双
方
に
と
っ
て
も
っ
と
も

利
益
を
も
た
ら
す
動
員
の
軸
が
政
治
制

度
改
革
に
よ
っ
て
変
わ
っ
た
か
ら
だ

（P
o
sn

er 2
0
0
5

）。
ザ
ン
ビ
ア
で
は
、

主
要
言
語
が
四
つ
な
の
に
対
し
て
、
部

族
は
七
〇
あ
ま
り
存
在
す
る
。
一
党
制

の
も
と
で
は
議
会
選
挙
だ
け
が
行
わ
れ

て
い
た
か
ら
、
政
治
的
競
合
の
場
は
議

会
の
各
選
挙
区
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。

大
多
数
の
議
会
選
挙
区
に
お
い
て
、
住

民
は
い
く
つ
か
の
部
族
に
分
か
れ
て
い

る
が
、
大
半
は
同
一
言
語
の
話
者
で
あ

る
。
選
挙
区
に
お
け
る
最
大
部
族
に
属

し
多
数
派
言
語
の
話
者
で
も
あ
る
有
権

者
と
政
治
家
は
、
部
族
と
言
語
の
ど
ち

ら
に
沿
っ
て
政
治
的
競
合
が
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
も
勝
者
の
グ
ル
ー
プ
に

入
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
と
き
、
こ

の
部
族
の
成
員
は
言
語
で
は
な
く
部
族

に
沿
っ
た
政
治
的
競
合
の
実
現
を
望

む
。
言
語
集
団
よ
り
部
族
の
方
が
構
成

員
が
少
な
い
た
め
、
一
人
当
た
り
の
分

け
前
が
多
く
な
る
か
ら
だ
。
対
し
て
複

数
政
党
制
へ
の
移
行
後
は
、
国
政
選
挙

が
主
要
な
政
治
的
競
合
の
場
に
な
っ

た
。
す
る
と
、
規
模
の
小
さ
な
部
族
に

頼
っ
て
い
て
は
国
政
レ
ベ
ル
で
の
勝
利

は
見
込
め
な
い
た
め
、
言
語
を
軸
と
す

る
動
員
が
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
。

　

政
治
の
場
で
利
用
さ
れ
る
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
が
変
化
し
て
い
く
な
ら
、
特
定
の

多
数
派
集
団
に
よ
る
永
続
的
な
支
配
は

実
現
し
な
い
。ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
、

い
っ
た
ん
急
進
的
な
立
場
を
と
っ
た
エ

ス
ニ
ッ
ク
政
党
が
穏
健
化
す
る
と
い
う

「
ア
ン
ダ
ー
ビ
ッ
デ
ィ
ン
グ
（u

n
d
er-

b
id

d
in

g

）」
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
。

チ
ャ
ン
ド
ラ
は
、
一
九
八
〇
年
代
後
半

に
台
頭
し
た
イ
ン
ド
人
民
党（
Ｂ
Ｊ
Ｐ
）

が
一
九
九
八
年
の
政
権
獲
得
後
に
穏
健

化
し
た
ケ
ー
ス
を
ア
ン
ダ
ー
ビ
ッ
デ
ィ

ン
グ
の
例
に
挙
げ
て
い
る
（C

h
an

d
ra 

2
0
0
5

）。
イ
ン
ド
社
会
に
は
、
た
び

た
び
紛
争
を
も
た
ら
す
宗
教
的
亀
裂
を

エスニック・ポリティクス研究の現在
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横
断
す
る
か
た
ち
で
い
く
つ
か
の
亀
裂

が
あ
る
。
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
は
カ
ー
ス

ト
で
分
断
さ
れ
て
い
る
し
、
言
語
や
地

域
性
の
違
い
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
単
に

複
数
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
亀
裂
が
存
在
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
エ
ス

ニ
シ
テ
ィ
を
政
治
的
に
活
性
化
さ
せ
る

よ
う
な
制
度
・
政
策
が
あ
る
。
と
く
に

政
治
的
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
つ

の
が
、
特
定
の
カ
ー
ス
ト
や
部
族
へ
の

ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
。ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
・
ア
ク
シ
ョ

ン
の
対
象
と
な
る
カ
ー
ス
ト
や
部
族

は
、
厳
密
に
は
固
定
さ
れ
て
い
な
い
。

ゆ
え
に
、
市
民
に
と
っ
て
は
自
集
団
を

受
益
集
団
に
含
め
る
こ
と
を
求
め
て
活

動
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
あ
り
、
政

治
家
に
と
っ
て
は
カ
ー
ス
ト
や
部
族
に

沿
っ
た
動
員
を
行
う
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

が
あ
る
。
急
進
的
な
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
政
党

と
し
て
勢
力
を
伸
ば
し
た
Ｂ
Ｊ
Ｐ
は
、

政
権
獲
得
後
は
カ
ー
ス
ト
に
も
と
づ
く

動
員
に
力
を
入
れ
、
宗
教
面
で
は
穏
健

化
し
た
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
は
指
摘
す
る
。

動
員
の
た
め
の
ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
で

き
る
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
亀
裂
が
複
数
あ
る

な
ら
、
政
党
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
折
々

の
社
会
経
済
状
況
や
他
党
と
の
関
係
性

に
応
じ
て
利
用
す
べ
き
亀
裂
が
変
化
す

る
。

　

第
二
に
、
不
確
実
性
低
減
の
た
め
の

ツ
ー
ル
と
し
て
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
有

用
性
は
、
時
間
の
推
移
に
応
じ
て
変
化

し
う
る
。
た
と
え
ば
選
挙
の
経
験
を
重

ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
の
不
確
実

性
自
体
が
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　

バ
ー
ニ
ア
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
民

主
化
か
ら
ま
も
な
い
時
期
の
選
挙
で
は

投
票
行
動
に
強
い
影
響
を
与
え
る
が
、

選
挙
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
情
報
ツ
ー
ル

と
し
て
の
重
要
性
は
下
が
る
と
主
張
し

た
。
民
主
化
直
後
の
選
挙
で
は
、
政
党

に
関
す
る
信
頼
で
き
る
情
報
が
少
な
い

た
め
に
、
有
権
者
に
と
っ
て
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
が
、
自
分
に
利
益
を
も
た
ら
し
て

く
れ
そ
う
な
指
導
者
を
み
つ
け
出
す
た

め
の
貴
重
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
機

能
す
る
。
と
こ
ろ
が
民
主
政
治
の
経
験

を
積
む
に
つ
れ
、
政
党
の
政
策
ポ
ジ

シ
ョ
ン
と
当
選
可
能
性
に
か
か
わ
る
不

確
実
性
は
低
下
し
て
い
く
。
す
る
と
、

自
身
の
選
好
に
も
っ
と
も
近
い
が
勝
つ

見
込
み
が
薄
い
政
党
に
投
票
す
る
よ

り
、
選
好
に
少
し
乖
離
が
あ
っ
て
も
勝

つ
見
込
み
の
高
い
政
党
に
投
票
す
る
方

が
よ
い
と
判
断
す
る
有
権
者
が
次
第
に

出
て
く
る
。
多
数
派
民
族
を
代
表
す
る

諸
政
党
は
、
多
数
派
と
少
数
派
を
分
か

つ
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
異
な
る
亀
裂
に

沿
っ
て
対
立
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

少
数
民
族
に
歩
み
寄
る
政
党
も
出
て
く

る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
投
票
行
動

に
対
す
る
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
影
響
は
低

下
す
る
（B

irn
ir 2

0
0
7

）。

　

こ
の
考
え
に
も
と
づ
い
て
バ
ー
ニ
ア

は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
む
し
ろ
新
興
民

主
主
義
の
定
着
に
寄
与
す
る
の
だ
と
主

張
し
た
。
民
主
化
か
ら
間
も
な
い
時
期

の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に
も
と
づ
く
投
票

は
、
有
権
者
の
政
党
支
持
を
安
定
さ
せ

て
政
党
シ
ス
テ
ム
の
確
立
に
寄
与
す

る
。
民
主
主
義
に
も
と
づ
い
て
市
民
の

ニ
ー
ズ
を
政
策
に
反
映
さ
せ
る
に
は
、

チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
機
能
す
る
安
定
し
た

政
党
シ
ス
テ
ム
が
必
要
だ
か
ら
、
こ
の

時
期
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
は
民
主
主
義
の

確
立
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
の
後
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
重
要
性
が

低
下
し
、
緩
や
か
に
投
票
流
動
性
が
上

が
っ
て
い
く
な
ら
、
安
定
的
な
政
党
シ

ス
テ
ム
の
も
と
で
の
政
権
交
代
が
可
能

に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
政
治

に
か
か
わ
る
不
確
実
性
を
下
げ
る
う
え

で
有
益
な
情
報
ツ
ー
ル
と
見
な
す
立
場

か
ら
は
、
制
度
や
政
策
、
経
験
を
通
じ

た
学
習
と
い
っ
た
政
治
の
様
態
を
定
め

る
諸
条
件
の
変
化
に
応
じ
て
特
定
の
エ

ス
ニ
シ
テ
ィ
の
顕
出
性
（salien

ce

）
も

ま
た
変
化
す
る
と
い
う
認
識
が
導
か
れ
、

経
験
的
な
裏
付
け
も
示
さ
れ
て
い
る
。

●
お
わ
り
に

　

近
年
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

研
究
に
お
い
て
共
有
さ
れ
始
め
た
、
不

確
実
性
低
減
の
た
め
の
情
報
ツ
ー
ル
と

し
て
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
機
能
に
着
目

し
た
議
論
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
紛
争

や
民
主
主
義
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て

の
見
方
を
変
え
つ
つ
あ
る
と
い
え
そ
う

だ
。
で
は
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
が
紛
争
の

要
因
と
な
り
、
民
主
主
義
を
不
安
定
化

さ
せ
る
と
み
た
従
来
の
議
論
の
妥
当
性

が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
か
と
い
え
ば
、

そ
う
で
は
な
い
。
ポ
ズ
ナ
ー
が
ザ
ン
ビ

ア
の
事
例
に
見
出
し
た
よ
う
な
、
政
治

的
顕
出
性
の
高
い
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
転

換
は
大
規
模
な
政
治
制
度
改
革
に
と
も

な
っ
て
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
頻
繁
に

お
こ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
チ
ャ
ン
ド

ラ
の
い
う
ア
ン
ダ
ー
ビ
ッ
デ
ィ
ン
グ
は
、

複
数
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
亀
裂
が
交
差
す

る
社
会
で
し
か
生
じ
な
い
。
バ
ー
ニ
ア

の
議
論
で
は
、
多
数
派
民
族
を
代
表
す

る
諸
政
党
が
多
数
派
と
少
数
派
を
分
か

つ
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
と
は
異
な
る
亀
裂
に

沿
っ
て
対
立
す
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
前
提
が
成
り
立
た
な

い
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
も

ま
た
、
す
べ
て
の
多
民
族
社
会
に
適
用

で
き
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

情
報
ツ
ー
ル
と
し
て
の
エ
ス
ニ
シ

テ
ィ
に
着
目
し
た
近
年
の
研
究
は
、
エ
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ス
ニ
シ
テ
ィ
を
固
定
的
な
も
の
と
み
る

従
来
の
理
論
で
は
説
明
で
き
な
か
っ

た
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の
政
治
的
重
要
性

の
変
化
と
い
う
現
象
を
う
ま
く
説
明
で

き
る
と
い
う
点
で
大
き
な
貢
献
が
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
登
場

に
よ
っ
て
、
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
を
固
定
的

な
も
の
と
み
る
見
方
の
う
え
に
積
み
上

げ
ら
れ
た
議
論
が
す
べ
て
無
効
に
な
っ

た
わ
け
で
は
な
い
。
い
ま
指
摘
し
た
よ

う
に
、
新
た
な
理
論
も
ま
た
な
ん
ら
か

の
仮
定
の
う
え
で
し
か
成
り
立
た
な
い

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。「
状
況
に
合
わ

せ
て
各
学
説
を
選
択
的
・
補
完
的
に
利

用
し
て
説
明
」
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と

い
う
関
根
の
主
張
（
関
根
一
九
九
四
、

一
七
四
）
は
、
い
ま
で
も
妥
当
だ
と
い

え
る
。

（
な
か
む
ら　

ま
さ
し
／
ア
ジ
ア
経
済
研

究
所　

東
南
ア
ジ
ア
Ⅰ
研
究
グ
ル
ー
プ
）
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