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い
ま
、
イ
ン
ド
と
い
う
と
明
る
い

話
題
の
ニ
ュ
ー
ス
が
多
い
。
ま
た
現

実
に
そ
う
で
あ
る
。
イ
ン
ド
は
世
界

で
経
済
成
長
が
著
し
く
、
生
活
の
場

と
し
て
も
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
で
あ

る
。
伝
統
と
現
代
性
が
調
和
し
、
完

全
に
融
け
合
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の

音
楽
、
宗
教
、
精
神
性
、
料
理
、
寺

院
、
建
築
、
民
主
政
治
、
映
画
は
世

界
中
に
知
ら
れ
て
お
り
、
海
外
旅
行

を
予
定
す
る
人
な
ら
イ
ン
ド
を
候
補

地
に
入
れ
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ

う
。
多
く
の
人
び
と
が
訪
れ
た
い
国

で
あ
り
、
最
近
旅
行
し
た
友
人
は
イ

ン
ド
を
適
切
に
も
「
す
ば
ら
し
く
も

あ
り
ひ
ど
く
も
あ
る
」
と
評
し
た
。
交
通
事
情
、
暑
さ
、

人
混
み
の
面
で
は
「
ひ
ど
い
」
と
感
じ
さ
せ
る
し
、
タ
ー

ジ
マ
ハ
ル
の
神
秘
的
な
不
可
思
議
さ
や
遠
い
農
村
で
見
る

夕
日
の
美
し
さ
に
触
れ
た
と
き
は
「
す
ば
ら
し
い
」
と
感

じ
る
の
で
あ
る
。

　

家
族
の
絆
と
宗
教
は
イ
ン
ド
文
化
の
背
骨
を
形
作
っ
て

い
る
。
宗
教
は
人
び
と
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
伝
統
の
大

き
な
部
分
を
占
め
て
い
る
。
宗
教
は
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面

―
日
常
の
雑
事
か
ら
教
育
や
政
治
に
わ
た
り
イ
ン
ド
人
を

支
配
し
て
い
る
。
ヒ
ン
ズ
ー
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
が
多

数
で
人
口
の
八
〇
％
以
上
を
占
め
る
。
他
に
は
、
ム
ス
リ

ム
が
突
出
し
た
宗
教
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
イ
ン
ド
社
会
の

重
要
な
部
分
で
あ
る
。バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
と
コ
ー

ラ
ン
は
イ
ン
ド
人
に
は
人
生
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
文
化
は
豊
饒
で
多
様
、
い
ろ
い
ろ
な
点
で
ユ

ニ
ー
ク
で
あ
る
。
現
代
的
な
生
活
様
式
や
改
善
さ
れ
た
生

活
ス
タ
イ
ル
を
是
と
し
つ
つ
、
価

値
観
や
信
仰
は
変
わ
ら
な
い
ま
ま

だ
。
今
日
に
い
た
る
ま
で
イ
ン
ド

文
化
は
来
客
を
神
様
と
し
て
遇
し

自
分
の
家
族
に
は
欠
か
せ
な
い
存

在
の
ご
と
く
も
て
な
す
。
年
配
の

人
び
と
の
存
在
そ
し
て
彼
ら
へ
の
尊
敬
の
念
は
イ
ン
ド
文

化
の
要
で
あ
る
。ど
の
家
庭
で
も
年
配
者
が
と
り
し
き
る
。

彼
ら
へ
の
愛
情
や
尊
敬
は
内
か
ら
自
然
と
わ
き
出
る
も
の

で
あ
り
、
と
っ
て
つ
け
た
も
の
で
は
な
い
。
個
人
は
年
配

者
の
脚
を
触
る
こ
と
に
よ
り
祝
福
を
与
え
ら
れ
る
。
我
々

は
成
長
す
る
過
程
で
年
配
者
か
ら
イ
ン
ド
の
文
化
を
教
え

込
ま
れ
受
け
継
い
で
ゆ
く
。

　

困
っ
た
人
を
助
け
る
と
い
う
こ
と
も
イ
ン
ド
文
化
の
も
う

一
つ
の
美
徳
で
あ
る
。
我
々
は
幼
い
と
き
か
ら
貧
し
い
人

や
苦
し
ん
で
い
る
人
を
お
互
い
に
助
け
る
よ
う
に
教
え
ら

れ
た
。
お
金
が
な
け
れ
ば
す
く
な
く
と
も
物
や
非
金
銭
的

な
方
法
で
助
け
よ
と
。
喜
び
や
楽
し
さ
は
何
倍
に
も
し
て

ま
わ
り
に
与
え
よ
、悲
し
さ
や
苦
し
み
は
分
か
ち
合
え
、と

教
え
て
い
る
。
そ
れ
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
り
人
び
と
同

士
が
協
力
の
輪
を
広
げ
よ
り
良
い
生
活
を
送
り
、結
果
、こ

の
世
界
を
幸
福
の
地
に
で
き
る
、と
イ
ン
ド
文
化
は
言
う
。

　

技
術
の
進
歩
、
女
性
の
因
習
か
ら
の
解
放
に
伴
っ
て
、

自
由
と
西
洋
の
概
念
―
衣
服
、
信
条
、
労
働
な
ど
―
と
が

混
り
合
い
、
そ
こ
に
世
俗
的
な
概
念
が
混
り
込
ん
で
い
る

の
が
今
の
イ
ン
ド
だ
。
し
か
し
イ
ン
ド
人
は
明
確
に
イ
ン

ド
的
な
も
の
を
心
に
持
っ
て
い
る
。
海
外
に
住
む
イ
ン
ド

人
達
も
祖
国
を
思
う
気
持
ち
を
持
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
お

も
て
な
し
の
心
と
寛
容
の
精
神
の
高
さ
で
知
ら
れ
て
い

る
。
適
応
能
力
は
高
い
し
国
際
的
な
舞
台
で
競
争
力
を
競

う
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ン
ド
人
は
自
己
を
地
球
地
図
の
上

に
位
置
づ
け
、
自
分
の
信
条
や
伝
統
を
伝
え
る
こ
と
を
展

望
と
し
て
持
っ
て
い
る
。
ヨ
ガ
や
瞑
想
を
通
し
て
健
康
と

幸
福
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
豊
か
な
る
ヒ
ン
ズ
ー
の
伝
統

に
お
け
る
ヴ
ェ
ー
ダ
の
偉
大
性
の
泉
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
実
際
、
世
界
に
恵
み
を
与
え
て
き
た
。

　

イ
ン
ド
人
の
誰
も
が
絶
対
と
思
っ
て
い
る
の
が
家
族
の

大
切
さ
で
あ
る
。
イ
ン
ド
で
は
家
族
の
文
化
は
愛
す
る
こ

と
、
耐
え
る
こ
と
で
あ
る
。
女
性
は
あ
る
家
庭
に
嫁
ぐ
と

そ
の
家
の
作
法
、
日
課
、
料
理
な
ど
に
慣
れ
親
し
ん
で
ゆ

く
。
最
近
、
多
く
な
っ
た
恋
愛
結
婚
も
国
境
を
越
え
た
文

化
の
融
合
の
一
例
で
あ
り
、
一
家
の
長
老
も
認
め
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
。
親
と
離
れ
て
住
み
、
夫
婦
と
も
に

能
力
を
要
求
さ
れ
る
仕
事
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
核
家
族

化
も
進
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
大
都
市
で
は
、
ま
っ
た
く
普

通
の
こ
と
で
あ
る
。
夫
婦
だ
け
で
子
育
て
を
行
う
が
、
離

れ
て
住
む
祖
父
母
に
は
し
っ
か
り
愛
情
や
尊
敬
を
払
っ
て

い
る
。
昔
の
家
で
は
そ
れ
こ
そ
三
世
代
、
四
世
代
の
家
族

が
同
居
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
。
イ
ン
ド
の
文
化
は
西
洋

の
影
響
を
良
い
方
向
で
吸
収
し
つ
つ
も
強
い
家
族
の
伝
統

と
絆
を
保
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

西
洋
世
界
の
人
々
の
多
く
は
、
イ
ン
ド
を
因
習
に
と
ら

わ
れ
貧
困
の
な
か
に
生
活
す
る
自
分
た
ち
と
は
違
う
世
界

に
住
む
人
々
の
集
ま
り
、
異
国
情
緒
と
悲
惨
さ
と
の
ご
た

ま
ぜ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
誤
っ
た
受
け
止
め
方
は
メ

デ
ィ
ア
の
偏
っ
た
見
方
に
よ
り
広
ま
っ
た
が
、
真
実
を
隠

し
て
い
る
。
近
代
イ
ン
ド
の
本
質
を
形
作
る
特
徴
を
五
つ

あ
げ
る
と
す
る
と
多
様
性
、
文
化
の
深
さ
、
す
べ
て
の
宗

教
へ
の
寛
容
さ
、
都
市
と
農
村
と
の
交
流
、
そ
し
て
精
神

性
と
近
代
性
と
の
共
存
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

イ
ン
ド
は
独
立
以
来
、
発
展
し
た
が
多
く
の
深
刻
な
問

題
と
戦
っ
て
き
た
、
そ
の
政
治
体
制
は
世
界
最
大
の
民
主

制
で
あ
る
。
イ
ン
ド
の
優
れ
た
と
こ
ろ
は
誰
も
が
言
論
の

自
由
を
有
し
、
様
々
な
点
で
自
由
な
社
会
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
イ
ン
ド
は
汚
職
が
末
端
ま
で
蔓
延
し
て
い

る
国
で
は
あ
る
。
し
か
し
同
時
にRight to Inform

ation

法
の
下
、
行
政
に
対
し
一
〇
ル
ピ
ー（
二
〇
円
）を
払
う
だ

け
で
だ
れ
で
も
情
報
を
請
求
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
事
態

は
改
善
さ
れ
て
い
る
。
蛇
遣
い
の
国
か
ら
世
界
の
先
進
的

Ｉ
Ｔ
セ
ン
タ
ー
へ
の
変
貌
。イ
ン
ド
は
急
激
に
成
長
し
た
。

言
葉
遣
い
、食
、衣
服
、習
慣
、儀
式
な
ど
二
八
州
と
七
の
連

邦
直
轄
地
域
の
境
な
く
ひ
ろ
く
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。

一
方
で
億
万
長
者
や
技
術
者
が
増
え
、
他
方
で
貧
困
が
広

が
っ
て
い
る
。最
新
の
ラ
グ
ジ
ュ
ア
リ
ー
・
カ
ー
の
隣
に
は

荷
車
が
牛
に
引
か
れ
人
力
車
が
走
っ
て
い
る
、
と
い
う
国

で
あ
る
。
こ
の
す
ば
ら
し
い
国
を
旅
す
れ
ば
イ
ン
ド
の
魅

力
、豊
か
な
文
化
遺
産
や
伝
統
を
実
感
で
き
よ
う
。蒸
し
暑

い
天
気
、ほ
こ
り
っ
ぽ
い
道
路
、交
通
渋
滞
、洪
水
の
た
だ

中
で
も
、ほ
ほ
え
み
が
あ
り
、そ
の
ほ
ほ
え
み
の
訳
も
わ
か

る
だ
ろ
う
。多
様
性
と
美
の
国
へ
ぜ
ひ
い
ら
し
て
ほ
し
い
。
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